
有
島
武
郎
は
人
間
の
あ
り
方
を
次
の
よ
う
に
語
る
。
「
人
は
相
対
界
に
坊
樫
す
る
動
物
で
あ
る
。
絶
対
の
境
界
は
失
わ
れ
た
る
楽
園
で
あ

る
」
（
１
）
。
九
鬼
周
造
も
ま
た
「
歴
史
的
人
間
は
何
故
に
真
と
善
と
美
に
撮
れ
な
が
ら
、
偽
と
悪
と
醜
の
と
り
こ
で
あ
る
の
か
」
（
三
・
⑲
）
（
２
）

と
問
い
、
そ
の
よ
う
な
人
間
を
絶
対
的
な
必
然
性
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
無
根
拠
な
偶
然
性
に
翻
弄
さ
れ
る
存
在
と
し
て
捉
え
た
。
奇
し

く
も
、
先
の
有
島
の
著
作
が
「
二
つ
の
道
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
あ
り
、
九
鬼
が
偶
然
性
を
「
独
立
の
二
元
の
避
遁
」
と
し
た
よ
う
に
、
そ

こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
自
己
が
事
実
的
に
存
在
す
る
一
方
で
、
そ
の
存
在
の
根
拠
を
決
し
て
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
、

一
元
の
絶
対
を
求
め
つ
つ
も
二
元
に
引
き
裂
か
れ
る
人
間
の
姿
で
あ
っ
た
。
自
我
意
識
が
目
覚
め
る
一
方
で
、
急
激
な
近
代
化
に
よ
り
自
ら

の
存
立
の
根
拠
で
あ
っ
た
伝
統
か
ら
の
乖
離
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
、
当
時
の
知
識
人
達
の
多
く
が
そ
の
な
か
で
生
き
て
い
く
方
策
を
模
索
し

た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
竹
内
整
一
は
．
他
の
誰
で
も
な
い
、
自
分
の
自
分
」
が
「
他
の
誰
で
も
な
い
、
自
分
の
自
分
」
の
ま
ま
に
、
ひ

た
す
ら
「
正
真
正
銘
の
人
生
の
存
在
意
義
」
・
「
人
生
の
究
極
」
と
い
っ
た
存
在
根
拠
を
求
め
て
求
め
え
な
い
空
漠
情
況
」
と
し
、
そ
れ
を

「
近
代
・
現
代
に
固
有
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
定
義
づ
け
て
い
る
（
３
）
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
多
く
の
知
識
人
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
生
き
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（
１
）
柳
宗
悦
生
涯
の
問
い

一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
、
若
き
柳
は
生
涯
の
友
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
に
自
ら
の
思
索
の
立
脚
点
と
今
後
目
指
す
と
こ
ろ
を
記
し
た
手

紙
を
書
き
送
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
僕
（
柳
）
は
あ
ま
り
に
も
長
い
間
、
こ
の
世
の
二
元
性
の
問
題
に
取
組
み
、
精
神
と
肉
体
、
天

国
と
地
獄
、
神
と
人
間
と
い
っ
た
甚
だ
し
い
分
離
の
状
況
に
悩
ん
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
二
元
性
か
ら
い
か
に
逃
れ
る
か
、
或
い
は
解
放

さ
れ
る
か
、
い
か
に
そ
れ
ら
を
融
合
し
、
ま
た
は
秩
序
づ
け
る
か
。
こ
の
模
索
に
僕
は
知
的
及
び
感
情
的
欲
求
に
か
ら
れ
て
弛
み
な
い
努
力

を
重
ね
て
き
た
」
（
一
二
上
・
皿
）
（
５
）
。
そ
れ
か
ら
時
を
経
る
こ
と
三
十
四
年
、
一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年
、
柳
は
彼
の
宗
教
哲
学
と
民

芸
論
を
融
合
さ
せ
た
『
美
の
法
門
』
に
お
い
て
再
び
語
る
。
「
こ
こ
は
二
元
の
国
で
あ
る
。
二
つ
の
間
の
矛
盾
の
中
に
紡
樫
う
の
が
こ
の
世

抜
く
方
法
を
求
め
て
思
索
し
た
。
本
論
文
で
は
そ
の
な
か
か
ら
、
柳
宗
悦
の
思
索
に
光
を
当
て
て
い
く
。
と
い
う
の
も
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
め

ぐ
る
思
索
の
多
く
が
超
越
や
宗
教
性
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
（
４
）
、
柳
は
「
用
即
美
」
の
工
芸
理
論
に
お
い
て
生
活
や
日
常
の
立

場
に
立
ち
続
け
た
人
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
超
越
や
宗
教
性
も
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
対
し
、
有
効
な
手
だ
て
を
提
示
す
る
も
の
で

は
あ
る
が
、
一
方
で
日
々
生
活
を
し
、
日
常
に
お
わ
れ
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
超
越
や
宗
教
性
は
や
は
り
特
殊
な
方
法
で
し
か
あ
り
え
な
い
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
求
め
ら
れ
る
べ
き
は
、
日
常
に
立
ち
つ
つ
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
生
き
る
方
法
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
論
文
は
柳

の
工
芸
理
論
へ
至
る
思
想
の
歩
み
を
哲
学
的
に
吟
味
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
柳
の
思
想
、
更
に
は
美
的
生
活
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
も
つ

可
能
性
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
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（
２
）
神
と
自
然
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
「
実
在
」
と
し
て
の
自
然

一
口
に
二
元
の
分
裂
と
い
っ
て
も
、
様
々
な
二
元
が
こ
の
世
に
は
存
在
す
る
。
善
と
悪
、
美
と
醜
、
黒
と
白
…
。
そ
の
な
か
で
も
、
柳
が

最
も
根
本
的
な
二
元
と
し
て
考
え
て
い
た
の
が
、
「
神
と
人
間
」
、
つ
ま
り
超
越
界
と
現
世
の
対
立
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
対
立
の
背
景
に

は
、
人
間
お
よ
び
自
然
界
は
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
自
然
・
人
間
観
が
存
在
す
る
。
こ
の
と
き
、
被
造
物
で
あ
る
我
々

は
決
し
て
創
造
主
の
位
置
へ
赴
く
こ
と
は
で
き
な
い
・
神
と
自
然
界
は
切
り
離
さ
れ
、
そ
こ
に
絶
対
的
な
深
淵
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
超
越
界

の
有
様
で
あ
る
。
…
だ
が
こ
の
ま
ま
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
に
在
っ
て
一
に
達

す
る
道
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
」
（
一
八
・
８
）
・
常
に
柳
が
思
索
の
出
発
点
に
置
く
の
は
、
一
元
的
な
超
越
世
界
へ
の
憧
れ
と
私
た
ち
の
生
き

る
現
世
の
分
裂
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
分
裂
に
悩
み
な
が
ら
も
、
柳
は
信
仰
を
通
じ
て
一
元
の
超
越
界
へ
向
か
う
と
い
う
直
接
的
な
道
を

と
ら
な
い
。
彼
は
言
う
。
「
そ
れ
で
も
や
は
り
神
は
教
え
に
あ
る
通
り
天
上
に
お
わ
し
、
我
々
は
神
を
激
し
く
慕
い
な
が
ら
も
下
界
に
い
る
」

（
一
二
上
・
麺
）
。
人
間
は
決
し
て
現
世
を
離
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
二
元
で
し
か
、
あ
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
る
以
上
、
人
間
は
二
元
を
捨
て
て
一
元
へ
と
至
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
求
め
る
べ
き
は
一
元
か
現
世
か
と
い
う

二
者
択
一
で
は
な
く
、
二
元
の
な
か
で
の
救
い
で
あ
る
。
柳
は
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
し
て
言
う
。
「
彼
ら
（
キ
リ
ス
ト
教
徒
）
の
態
度
は
二

つ
か
多
数
か
」
で
あ
っ
て
二
つ
の
中
の
多
数
」
で
も
「
多
数
の
中
の
一
つ
」
で
も
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
二
元
鈴
の
単
な
る
拒
絶
に
す
ぎ

ず
、
解
放
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
（
二
一
上
・
加
）
。
彼
は
、
あ
く
ま
で
も
現
世
を
離
れ
る
こ
と
な
く
二
元
の
分
裂
を
直
視
し
、
そ
の
極
桔
を
ど

う
生
き
る
の
か
、
い
か
に
生
き
る
こ
と
が
径
桔
か
ら
の
解
放
に
繋
が
る
の
か
を
模
索
す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
「
二
に
あ
っ
て
一
に
達
す
る
道
」

な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
道
は
本
当
に
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
二
号

五
四



と
現
世
が
対
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
を
明
確
に
打
ち
出
す
の
が
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
で
あ
る
。
柳
は
言
う
。
「
此
の
思
想

（
キ
リ
ス
ト
教
）
が
神
を
宇
宙
の
彼
岸
に
追
放
し
て
万
有
か
ら
隔
離
せ
し
め
た
罪
を
見
逃
す
こ
と
は
出
来
ぬ
。
神
と
自
然
は
対
立
の
二
元
的

関
係
に
立
っ
て
い
る
。
超
越
と
は
二
者
の
間
の
新
し
い
溝
渠
の
是
認
で
あ
る
。
然
も
決
し
て
架
橋
を
許
し
得
な
い
溝
渠
で
あ
る
」
（
二
伽
）

と
。
し
た
が
っ
て
、
二
元
の
対
立
の
根
本
に
あ
る
の
は
、
「
神
」
対
「
造
ら
れ
た
自
然
」
と
い
う
図
式
で
あ
る
。
こ
の
図
式
こ
そ
、
二
元
の

対
立
を
も
た
ら
す
理
由
で
あ
る
と
考
え
た
柳
は
、
こ
の
図
式
の
乗
り
越
え
を
目
指
し
て
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
に
「
哲
学
的
至
上
要
求
と

し
て
の
実
在
」
を
表
し
、
そ
こ
で
独
自
の
神
観
、
自
然
観
を
展
開
す
る
。

さ
て
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
柳
は
哲
学
の
目
指
す
べ
き
究
極
存
在
と
し
て
「
実
在
」
を
あ
げ
、
そ
の
「
実
在
」
を
彼
独
自
の
観
点
か
ら
輪

じ
て
い
る
。
柳
に
よ
れ
ば
、
「
実
在
」
と
は
こ
の
世
に
存
在
す
る
一
切
の
差
別
・
対
立
を
融
合
す
る
絶
対
で
あ
る
。
そ
れ
は
差
別
以
前
に
あ
っ

て
「
差
別
相
を
駆
逐
し
滅
却
す
る
」
「
揮
一
的
統
体
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
実
在
」
は
そ
の
絶
対
性
ゆ
え
に
「
神
の
閃
き
」
と
も
言
わ

れ
る
。
し
か
し
、
差
別
相
対
の
世
界
に
住
む
私
た
ち
は
一
元
的
絶
対
で
あ
る
「
実
在
」
あ
る
い
は
「
神
」
に
い
か
に
し
て
触
れ
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
や
は
り
「
解
脱
」
と
い
う
よ
う
な
こ
の
世
か
ら
の
離
脱
が
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な

一
般
的
観
点
に
対
し
て
、
柳
は
一
つ
の
転
換
を
行
う
。
差
別
相
対
の
世
界
で
あ
る
か
ら
一
元
が
不
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
二
元

が
あ
る
故
に
、
一
元
が
可
能
に
な
る
と
彼
は
考
え
る
。
柳
は
そ
れ
を
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
を
例
に
取
り
つ
つ
語
る
。
確
か
に
、
描
か
れ
る
べ
き

対
象
物
（
客
観
）
と
描
く
セ
ザ
ン
ヌ
（
主
観
）
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
つ
の
絵
画
と
し
て
現
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
主

客
の
別
で
は
な
い
。
「
現
さ
れ
た
も
の
は
彼
等
（
描
か
れ
た
果
物
な
ど
）
の
精
、
更
に
平
明
に
云
わ
ば
そ
こ
に
内
在
す
る
実
在
の
光
華
で
あ

る
」
（
二
・
郡
）
。
二
元
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
、
一
元
が
実
現
さ
れ
る
。
い
や
、
む
し
ろ
二
元
の
融
合
の
果
て
に
一
元
が
見
出
さ
れ
る
以
上
、

二
元
な
く
し
て
、
一
元
へ
至
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
「
実
在
が
体
現
せ
ら
れ
る
の
は
か
か
る
主
客
が
対
立
の
喜
び
を
見
る
か
ら
で
、
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る
。
共
に
両
者
は
（
画
家
及
び
静
物
）
は
一
個
の
（
実
在
と
云
う
）
意
味
の
世
界
を
示
現
す
る
為
の
二
個
の
（
主
体
及
び
客
体
と
云
う
）
相

関
的
存
在
で
あ
る
。
対
立
は
関
係
で
あ
り
依
存
で
あ
り
、
既
に
相
互
の
思
慕
を
内
意
す
る
。
…
実
在
は
双
対
目
『
を
求
め
て
い
る
」
（
二
・

和
）
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
二
元
で
あ
り
つ
つ
一
元
を
実
現
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
根
源
的
な
場
所
と
し
て
見
出
さ
れ
る
の
が
「
自
然
」

で
あ
る
。
「
自
然
」
と
は
人
間
の
生
き
る
場
所
と
し
て
、
二
元
の
多
様
を
内
包
す
る
場
所
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
実
在
」
／
神
の
閃
き
が
現
れ

る
場
所
で
も
あ
る
。
柳
は
二
元
、
実
在
、
自
然
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
想
う
に
実
在
は
そ
の
意
味
を
表
現
す
る
意
志
に
飢
え
て
い

る
。
…
自
然
を
被
う
物
心
の
二
体
と
は
そ
の
意
志
の
発
現
で
あ
る
。
実
在
は
自
然
を
思
慕
の
自
然
に
致
す
為
に
両
性
を
与
え
て
い
る
。
」
こ

う
し
て
、
自
然
は
二
元
を
う
ち
に
有
し
つ
つ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
実
在
」
を
可
能
に
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
よ
う

な
自
然
を
も
は
や
神
と
切
り
離
さ
れ
た
「
造
ら
れ
た
自
然
」
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
実
在
」
す
な
わ
ち
「
神
の
意
志
」

の
現
れ
る
場
所
、
い
わ
ば
自
然
と
は
神
に
と
っ
て
鏡
の
よ
う
に
自
ら
を
映
し
出
す
も
の
で
あ
る
（
６
）
。
こ
う
し
て
、
神
と
人
間
、
あ
る
い
は

超
越
世
界
と
現
世
と
い
う
二
元
は
自
然
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
、
対
立
か
ら
解
放
さ
れ
、
一
元
へ
の
道
が
開
か
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ

う
な
自
然
の
表
す
一
元
は
、
現
世
に
あ
る
様
々
な
二
元
が
あ
っ
て
始
め
て
可
能
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
柳
の
考
え
る
こ
の
よ
う

な
自
然
は
、
現
世
を
離
れ
る
こ
と
な
く
二
元
を
解
放
す
る
道
、
「
二
に
あ
っ
て
一
に
達
す
る
道
」
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

自
然
観
に
行
き
着
い
た
柳
は
「
即
如
」
「
物
如
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
「
自
然
に
則
る
」
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
。
「
自
然
に
則
る
」
と

き
、
は
じ
め
て
私
た
ち
は
「
二
に
あ
っ
て
始
め
て
一
に
達
す
る
道
」
を
歩
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
３
）
自
然
へ
と
至
る
方
法

こ
う
し
て
、
柳
は
「
二
に
あ
っ
て
一
に
達
す
る
道
」
と
し
て
「
自
然
」
を
見
出
し
た
。
こ
の
「
自
然
」
は
た
し
か
に
私
た
ち
の
足
下
に
存

日
本
哲
学
史
研
究
第
二
号

五
六



在
す
る
「
自
然
」
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
自
然
に
則
る
」
の
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
は
理
知
（
理
性
）
と

言
語
を
有
す
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
を
分
析
判
断
し
、
捉
え
て
い
る
。
分
析
判
断
す
る
と
き
、
私
た
ち
は
こ
の
世
を
有
と
無
、

絶
対
と
相
対
、
善
と
悪
等
々
と
区
別
す
る
。
こ
う
し
て
、
自
然
は
二
元
の
対
立
を
有
す
る
現
世
と
し
て
私
た
ち
の
前
に
現
れ
る
。
し
か
し
、

実
在
は
一
な
る
も
の
で
あ
り
、
自
然
も
ま
た
二
元
を
含
む
一
で
あ
る
以
上
、
二
元
化
を
お
こ
な
う
理
知
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

そ
れ
で
は
、
理
知
に
貫
か
れ
た
私
た
ち
に
と
っ
て
、
「
自
然
」
は
足
下
に
あ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
到
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
場
所
な

の
だ
ろ
う
か
。
理
性
の
洗
礼
を
受
け
た
私
た
ち
が
「
自
然
」
へ
至
る
に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
を
と
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

柳
は
実
在
そ
の
も
の
と
、
そ
こ
へ
至
る
方
法
に
つ
い
て
あ
る
書
簡
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
故
郷
（
実
在
）
へ
の
道
は
、
個
人
の

気
質
（
性
格
、
内
的
原
因
）
と
そ
の
環
境
に
よ
っ
て
か
な
り
異
な
り
ま
す
。
明
ら
か
に
、
こ
こ
に
は
我
々
が
考
え
る
べ
き
二
つ
の
点
が
あ
り

ま
す
。
一
つ
は
、
我
々
が
登
ろ
う
と
目
指
し
て
い
る
頂
は
普
遍
的
な
「
一
つ
」
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
、
も
う
一
点
は
、
そ
の
頂
き
に
至
る

道
程
は
「
多
数
」
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
」
（
二
一
上
・
皿
）
。
そ
し
て
、
多
数
の
道
程
を
「
特
殊
な
も
の
」
と
「
普
遍
的
な
も
の
」
に
わ
け
、

「
特
殊
な
も
の
」
を
「
応
用
の
効
か
な
い
も
の
」
「
あ
ま
り
に
も
個
人
的
で
あ
る
た
め
に
、
我
々
の
理
想
や
原
理
と
は
な
り
え
な
い
」
（
二
一

上
・
麺
）
も
の
と
し
て
斥
け
る
。
こ
こ
で
「
特
殊
な
も
の
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
芸
術
家
や
文
学
者
が
性
々
に
し
て
陥
る
「
デ

カ
ダ
ン
ス
」
や
「
苦
悩
」
の
生
き
方
で
あ
る
。
彼
等
は
こ
の
よ
う
な
生
き
方
を
通
じ
て
表
現
を
行
い
実
在
を
目
指
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
普

通
の
生
き
方
か
ら
み
れ
ば
、
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
あ
り
不
自
然
で
、
そ
れ
ゆ
え
「
応
用
が
効
か
な
い
」
道
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ
た
自
然
な
生
き
方
こ
そ
、
万
人
に
と
っ
て
可
能
な
方
法
、
「
普
遍
的
な
方
法
」
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
柳
が
求
め
る
の
は
こ
の

方
法
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
自
然
な
生
き
方
で
あ
り
、
「
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
生
と
は
統
合
力
の
あ
る
生
に
他
な
ら
ず
、
こ

れ
ま
た
自
然
の
意
志
」
（
一
二
上
・
班
）
で
あ
り
、
ま
た
万
人
に
と
っ
て
可
能
な
方
法
だ
か
ら
で
あ
る
。

美
的
生
活
の
可
能
性
と
限
界
ｌ
柳
宗
悦
「
第
三
の
道
」
と
は
何
か
ｌ
〔
宮
野
〕
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「
自
然
に
則
る
」
方
法
を
考
え
る
際
に
も
、
以
上
の
よ
う
な
柳
の
方
法
観
は
反
映
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
ま
ず
、
自
然
に
則
る
生
き
方
を
目

指
す
も
の
と
し
て
東
洋
思
想
や
神
秘
主
義
に
み
ら
れ
る
「
否
定
道
」
の
検
討
を
行
う
。
「
否
定
道
」
が
目
指
す
の
も
ま
た
、
二
元
の
対
立
を

越
え
た
一
で
あ
る
。
そ
れ
は
有
と
無
の
区
別
が
生
ま
れ
る
以
前
の
不
二
末
分
を
説
く
。
そ
こ
は
、
「
沈
黙
」
し
、
所
有
を
離
れ
た
「
禁
欲
」
を

お
こ
な
い
、
理
知
の
桂
桔
を
離
れ
る
べ
く
ひ
た
す
ら
に
「
否
定
」
の
道
を
行
く
と
き
に
は
じ
め
て
、
二
元
の
対
立
が
解
消
さ
れ
て
至
る
こ
と

の
で
き
る
不
二
未
分
の
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
、
柳
は
こ
の
方
法
に
対
し
て
「
こ
れ
ら
（
禁
欲
主
義
・
静
寂
主
義
・
否
定
道
）
は
果
た
し
て

自
然
で
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
道
で
し
ょ
う
か
」
（
一
二
上
・
班
）
と
懐
疑
を
表
明
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
生
き
方
は
修
行
を
要
し
、

こ
の
現
世
に
生
き
な
が
ら
可
能
な
道
で
は
な
い
・
私
た
ち
の
普
通
に
生
き
る
生
を
捨
て
、
否
定
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
現
世
を
否
定
す
る
以
上
、
二
元
を
生
き
つ
つ
一
に
至
る
と
い
う
柳
の
目
指
す
万
人
に
可
能
な
普
遍
の
方
法
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
柳
は

続
け
て
言
う
。
「
神
秘
主
義
者
達
に
よ
っ
て
“
否
定
の
否
定
”
の
方
法
が
肯
定
形
の
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
僕
は
神
秘
主
義
の

原
理
に
お
け
る
活
動
的
、
積
極
的
、
肯
定
的
な
方
法
の
可
能
性
を
示
そ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
僕
の
批
判
で
あ
り
、
仕
事
の
結
論
と

も
な
り
ま
し
ょ
う
」
と
。
柳
が
目
指
す
の
は
、
普
通
の
人
間
の
営
み
を
解
脱
や
修
行
に
よ
っ
て
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
普
通
の

人
間
の
生
き
る
こ
の
現
世
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
な
か
で
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
生
活
を
営
む
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
然
を
見
出
し
「
二
に
あ
っ
て
一
に
達
す
る
道
」
へ
至
る
こ
と
を
求
め
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
生
き
方
は
ま
だ
具
体
的
に
は

示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
柳
の
次
な
る
展
開
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。

日
本
哲
学
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研
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こ
の
書
の
冒
頭
、
柳
は
「
心
は
浄
土
に
誘
わ
れ
乍
ら
、
身
は
現
世
に
繋
が
れ
て
い
る
」
と
人
間
の
二
元
性
を
訴
え
つ
つ
、
現
世
を
断
ち

切
っ
て
浄
土
へ
赴
く
の
で
も
な
い
、
浄
土
を
見
捨
て
て
現
世
に
走
る
の
で
も
な
い
、
「
第
三
の
道
」
（
八
・
万
）
が
あ
る
と
言
う
。
そ
れ
は

「
与
え
ら
れ
た
現
世
で
あ
る
．
そ
こ
に
は
何
か
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
よ
も
空
ろ
な
る
世
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
此
世
を
心
の
浄
土
と

思
い
得
な
い
だ
ろ
う
か
」
（
八
・
万
）
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
柳
が
求
め
続
け
る
「
二
に
あ
っ
て
一
に
達
す
る
道
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
神

し
、
そ
れ
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う

の
道
』
（
一
九
二
八
年
）
で
あ
る
。

こ
の
書
の
冒
頭
、
柳
は
「
心
は

宗
教
哲
学
者
と
し
て
の
柳
は
、
万
人
に
救
い
を
与
え
る
普
遍
の
道
を
求
め
て
、
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
に
『
神
に
就
い
て
』
を
上
梓

す
る
。
こ
こ
で
柳
は
、
再
び
自
然
に
現
れ
た
神
に
つ
い
て
述
べ
た
う
え
で
、
神
と
人
間
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
愛
す
と

云
う
事
が
神
の
本
願
な
の
で
す
。
…
全
く
愛
さ
れ
る
資
格
の
な
い
私
た
ち
の
不
浄
な
一
生
す
ら
も
、
彼
の
愛
の
本
願
の
さ
ま
た
げ
る
力
に
は

な
ら
な
い
の
で
す
。
神
が
愛
す
る
か
ら
愛
さ
れ
る
の
で
す
。
資
格
が
あ
っ
て
愛
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
資
格
が
な
い
か
ら
嫌
わ
れ
る
の
で
も

な
い
の
で
す
。
…
無
条
件
に
愛
さ
れ
て
い
る
の
で
す
」
（
三
・
北
）
．
そ
の
と
き
、
「
救
い
は
神
の
御
手
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
の
も

の
で
は
な
い
の
で
す
」
（
三
・
皿
）
。
人
間
の
上
下
の
区
別
な
く
、
私
た
ち
は
神
に
愛
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
だ
私
た
ち
の
行
う
べ
き

は
、
神
を
礼
賛
し
、
賛
美
す
る
こ
と
で
あ
る
と
柳
は
言
う
。
自
己
の
力
に
よ
っ
て
、
救
い
へ
と
至
る
の
で
は
な
い
。
救
い
は
た
だ
神
が
私
た

ち
に
与
え
た
ま
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
柳
の
宗
教
哲
学
は
、
「
他
力
道
」
と
い
う
結
論
を
見
出
す
に
至
る
。
ひ
た
す
ら
に
神
に
帰
依
す

る
こ
と
が
救
い
に
繋
が
る
と
い
う
こ
の
考
え
方
は
、
「
自
然
に
則
り
」
生
き
る
こ
と
を
説
い
た
先
の
認
織
を
宗
教
的
に
深
化
さ
せ
た
も
の
で

あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
神
に
帰
依
し
、
自
然
に
則
り
生
き
「
他
力
道
」
に
徹
底
す
る
と
き
、
そ
の
先
に
救
い
が
見
出
さ
れ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
生
き
方
な
の
か
。
そ
の
実
践
の
あ
り
方
を
高
ら
か
に
宣
言
し
た
の
が
、
柳
民
芸
論
第
一
の
主
著
『
工
芸

（
１
）
媒
介
と
し
て
の
工
芸

美
的
生
活
の
可
能
性
と
限
界
Ｉ
柳
宗
悦
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は
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か
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野
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道
に
即
座
に
た
ど
り
つ
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
宗
教
哲
学
に
お
い
て
自
然
が
二
と
一
の
媒
介
と
な
っ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
、
現
世
を
浄
土
と

し
て
受
け
入
れ
る
た
め
の
媒
介
と
な
る
も
の
こ
そ
が
、
「
工
芸
」
な
の
で
あ
る
。
柳
は
言
う
。
「
地
に
咲
け
よ
と
て
天
か
ら
贈
ら
れ
た
其
の
花

の
一
つ
を
、
今
し
工
芸
と
私
は
呼
ぼ
う
」
（
八
・
万
）
と
。

し
か
し
、
な
ぜ
「
工
芸
品
」
が
現
世
と
浄
土
の
媒
介
に
な
る
の
か
。
柳
に
よ
れ
ば
、
工
芸
と
は
「
下
手
物
」
、
つ
ま
り
日
々
の
生
活
の
な

か
で
使
わ
れ
る
道
具
た
ち
で
あ
っ
て
、
飾
ら
れ
鑑
賞
さ
れ
る
純
粋
な
美
術
品
と
は
異
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
工
芸
の
美
は
用
に
即
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
ま
れ
る
。
「
用
途
な
き
世
界
に
、
工
芸
の
世
界
は
な
い
。
そ
れ
は
吾
々
を
助
け
、
吾
々
に
仕
え
よ
う
と
て
働
く
身
で
あ
る
。
…
働

く
身
で
あ
る
か
ら
健
康
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
…
奉
仕
の
心
は
器
に
健
全
の
美
を
添
え
る
。
健
全
で
な
く
ば
器
は
器
た
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

工
芸
の
美
と
は
健
康
の
美
で
あ
る
」
（
八
・
花
）
。
そ
し
て
、
美
術
品
が
天
才
的
個
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
の
と
は
対
照
的
に
、
普
段
使
い
で

あ
る
工
芸
を
作
る
の
は
名
も
知
れ
ぬ
民
衆
で
あ
る
。
無
学
な
民
衆
が
た
だ
ひ
た
す
ら
生
活
の
た
め
、
無
心
に
作
る
も
の
が
工
芸
で
あ
る
。
民

衆
が
作
り
、
民
衆
が
用
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
地
に
根
づ
き
、
歴
史
の
蓄
積
し
た
日
々
の
生
活
に
密
着
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

工
芸
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
に
生
き
る
も
の
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
工
芸
は
自
然
が
与
う
る
資
材
に
発
す
る
。
資
材
な
く
ぱ
、
其
地
に
工
芸

は
な
い
。
…
そ
れ
は
特
殊
な
地
方
の
特
殊
な
物
資
の
所
産
で
あ
る
。
悉
く
が
天
然
の
賜
物
で
あ
る
」
（
八
・
節
）
。
工
芸
は
与
え
ら
れ
た
自
然

の
材
料
を
基
に
し
て
無
名
の
民
衆
が
無
心
の
作
業
を
お
こ
な
う
こ
と
で
生
ま
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
器
に
は
自
然
の
加
謹
が
あ
る
の
で
あ
る
。

器
の
美
は
自
然
の
美
で
あ
る
」
（
八
・
妬
）
と
柳
が
言
う
よ
う
に
、
用
に
即
し
た
健
康
の
美
は
、
同
時
に
自
然
を
開
示
す
る
。
こ
こ
で
柳
が

自
然
と
い
う
と
き
、
そ
こ
に
は
二
段
階
の
自
然
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
素
材
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
然
、
自
然
そ
の
も
の
で
あ
る
。
も

う
一
つ
は
、
「
作
為
」
「
意
識
」
に
対
す
る
自
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
意
識
的
に
美
を
狙
う
の
で
は
な
く
、
作
為
を
排
除
し
た
無
心
の
製
作
、

「
自
ず
か
ら
」
と
し
て
の
自
然
で
あ
る
。
柳
に
よ
れ
ば
、
工
芸
の
「
美
の
驚
異
を
司
る
も
の
は
、
あ
の
材
料
が
含
む
造
化
の
妙
で
あ
る
。
そ
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れ
に
与
え
る
私
達
の
力
と
て
は
如
何
に
僅
か
な
も
の
に
過
ぎ
ぬ
」
（
八
・
噸
）
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
の
美
は
、
自
然
の
素
材

に
従
う
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
作
為
を
排
除
し
、
「
自
ず
か
ら
」
な
無
心
の
製
作
を
通
じ
て
自
然
そ
の
も
の
へ
と
回
帰
す
る

こ
と
で
始
め
て
自
然
の
美
は
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
自
然
に
従
う
も
の
は
自
然
の
愛
を
受
け
る
。
小
さ
な
自
我
を
棄
て
る
時
、
自
然
の

大
我
に
生
き
る
」
（
八
・
節
）
の
で
あ
り
、
工
芸
と
は
「
自
然
か
ら
の
恩
寵
」
な
の
で
あ
る
。
二
元
と
一
元
の
媒
介
で
あ
る
工
芸
は
、
自
然

に
則
し
、
自
ず
か
ら
現
れ
る
と
こ
ろ
に
美
を
開
示
す
る
。
こ
の
よ
う
な
工
芸
の
自
然
の
美
は
、
ま
さ
に
先
に
み
た
「
実
在
」
を
現
す
自
然
と

重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
柳
は
無
名
の
工
人
が
自
然
へ
と
帰
依
す
る
こ
と
で
現
れ
る
美
に
柳
は
「
他
力
道
」
を
見
て
取
る
。
な

ぜ
な
ら
、
「
作
る
者
は
此
世
の
凡
夫
で
あ
ろ
う
と
も
、
作
る
器
に
於
て
は
既
に
彼
岸
の
世
を
活
き
る
。
自
ら
で
は
識
ら
ず
と
も
、
凡
て
が
美

の
浄
土
に
受
け
取
ら
れ
て
い
る
」
（
八
・
魂
）
。
凡
夫
で
あ
り
な
が
ら
、
作
り
手
で
あ
る
彼
等
は
工
芸
に
お
い
て
自
然
へ
と
帰
依
し
、
作
品
を

生
み
だ
す
と
き
、
そ
こ
に
美
が
宿
る
。
凡
夫
で
あ
り
な
が
ら
、
自
然
に
帰
依
す
る
と
き
、
美
を
生
み
出
す
力
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、

こ
れ
こ
そ
が
「
他
力
道
」
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
工
芸
こ
そ
が
民
衆
を
こ
の
世
に
あ
り
な
が
ら
自
然
へ
繋
ぎ
、

美
を
開
示
す
る
媒
介
、
現
世
と
浄
土
の
媒
介
と
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

（
２
）
作
る
者
か
ら
用
い
る
者
へ

こ
う
し
て
、
作
る
者
と
し
て
の
民
衆
に
と
っ
て
、
自
然
へ
帰
依
し
、
そ
の
作
が
美
と
し
て
現
れ
る
こ
と
で
救
わ
れ
る
道
が
開
か
れ
た
。
し

か
し
、
民
衆
の
大
半
は
む
し
ろ
作
る
者
で
は
な
く
、
購
い
用
い
る
者
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
一
体
、
用
い
る
者
は
い
か
に
し
て
救
わ
れ
こ
と
が

出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
作
る
者
以
外
に
と
っ
て
の
工
芸
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
『
工
芸
の
道
』
と
同
時
代
に
書
か
れ
た

論
文
を
読
み
解
い
て
い
く
。
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と
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界
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器
が
深
く
交
わ
り
、
生
活
が
聿

身
に
し
み
て
く
る
」
（
八
・
恥

柳
は
言
う
。
そ
れ
は
何
故
か
。

さ
て
、
『
工
芸
の
道
』
に
お
い
て
も
主
張
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
器
は
決
し
て
作
ら
れ
た
だ
け
で
完
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
用
の
た
め
に
作
ら
れ
た
以
上
、
「
用
い
ら
れ
ず
ぱ
器
は
其
の
意
味
を
失
い
又
美
を
も
失
う
」
（
八
・
帥
）
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
美
し
く
な
る
過
程
、
器
が
作
ら
れ
た
あ
と
の
あ
り
方
を
述
ぺ
た
論
文
が
「
作
物
の
後
半
生
」
で
あ
る
。
こ
の
論
文
に

お
い
て
、
柳
は
器
の
後
半
生
の
重
要
性
に
つ
い
て
述
べ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
器
は
作
ら
れ
た
だ
け
で
は
未
だ
「
美
」
し
く
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
い
ま
だ
自
然
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
美
し
い
器
」
と
す
る
に
は
、
作
る
者
の
手
を
離
れ
、
見
る

者
を
必
要
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
朝
鮮
の
雑
器
に
す
ぎ
な
か
っ
た
「
喜
左
右
衛
門
井
戸
」
が
茶
人
に
発
見
さ
れ
る
こ
と
で
「
大
名
物
」
と

な
っ
た
よ
う
に
。
柳
は
言
う
。
「
直
観
の
加
わ
ら
な
い
器
は
、
ま
だ
無
内
容
で
あ
る
．
そ
れ
は
単
に
生
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
は
ま

だ
美
し
さ
も
な
く
醜
さ
も
な
い
。
器
の
存
在
は
見
方
の
裡
に
在
る
の
で
あ
る
。
…
も
の
の
美
醜
は
見
方
の
創
作
で
あ
る
三
八
釦
）
と
。
器

は
「
美
」
と
し
て
発
見
さ
れ
る
。
し
か
し
、
更
に
そ
れ
は
た
だ
「
鑑
賞
」
さ
れ
る
だ
け
で
は
完
成
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
器
は
ど
こ
ま
で
も

「
用
い
ら
れ
る
」
た
め
の
器
だ
か
ら
で
あ
る
。
発
見
さ
れ
た
「
美
」
し
い
器
は
、
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
活
き
て
く
る
。
用
い
ら
れ
、
使
い
込

ま
れ
、
手
づ
れ
に
よ
っ
て
器
は
更
に
風
合
い
を
増
し
、
美
し
く
な
る
。
同
時
に
そ
の
よ
う
な
器
を
用
い
る
こ
と
は
、
生
活
の
な
か
に
美
し
い

器
が
深
く
交
わ
り
、
生
活
が
美
し
い
器
で
彩
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
用
い
る
者
の
「
生
活
に
美
が
即
し
て
く
る
…
美
が

身
に
し
み
て
く
る
」
（
八
・
恥
）
。
日
々
の
生
活
と
美
が
融
合
し
て
い
く
。
こ
の
美
と
生
活
の
融
合
が
、
用
い
る
者
を
作
る
者
同
様
に
救
う
と

先
に
も
見
た
と
お
り
、
こ
の
よ
う
な
工
芸
の
「
美
」
と
は
、
「
自
然
の
美
」
で
あ
り
「
健
康
の
美
」
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
美
術
品
は
「
純

粋
美
」
と
し
て
現
実
を
離
れ
た
彼
岸
的
な
美
を
追
う
。
彼
岸
的
美
は
必
ず
此
岸
と
醜
を
片
方
に
持
ち
、
二
元
の
な
か
で
成
り
立
つ
美
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
工
芸
の
も
つ
健
康
の
美
は
、
「
当
た
り
前
の
も
の
」
、
日
々
の
生
活
の
う
ち
に
あ
る
「
平
常
な
も
の
」
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
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私
た
ち
の
生
き
る
日
常
生
活
が
そ
の
ま
ま
に
「
当
た
り
前
の
も
の
」
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
「
美
」
と
な
る
。
そ
し
て
、
工
芸
に
お
け
る

美
は
此
岸
の
現
実
に
存
在
す
る
ゆ
え
に
、
美
術
品
に
お
け
る
此
岸
を
醜
彼
岸
を
美
と
捉
え
る
い
う
二
元
対
立
の
構
図
を
と
ら
ず
に
、
此
岸
を

そ
の
ま
ま
に
美
と
し
て
受
け
入
れ
る
。
柳
は
こ
の
よ
う
な
美
を
「
美
醜
の
彼
岸
に
あ
る
」
も
の
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
工
芸
の
美
は
作
為
を

棄
て
自
然
に
帰
依
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
そ
の
自
然
と
は
二
元
を
内
包
す
る
一
で
あ
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
工
芸
の
美
は
一
な
る
自
然
、
美
醜
の
彼
岸
、
二
元
以
前
な
の
で
あ
る
。
後
に
『
美
の
法
門
』
に
お
い
て
再
び
柳
が
言
う
よ
う
に
、
そ

こ
は
「
矛
盾
が
矛
盾
の
ま
ま
で
溶
け
合
っ
て
し
ま
う
…
対
辞
を
持
た
な
い
国
」
（
一
八
・
肥
）
、
「
彼
岸
が
此
岸
に
在
る
」
（
一
八
・
型
）
美
の

在
処
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
工
芸
を
用
い
、
生
活
の
な
か
に
深
く
そ
の
美
を
浸
透
さ
せ
、
身
を
も
っ
て
そ
の
美
を
生
き
る
と
き
、
用
い

る
者
は
ま
た
、
こ
の
世
に
あ
り
な
が
ら
、
二
元
以
前
の
美
を
生
き
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
「
二
に
あ
っ
て
一
に
達
す
る
道
」
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
工
芸
は
民
衆
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
用
い
る
者
も
民
衆
で
あ
る
。
そ
し
て
、
工
芸
を
用
い
る

生
活
は
、
普
通
の
民
衆
の
ご
く
当
た
り
前
の
生
活
な
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
こ
に
あ
る
工
芸
の
美
が
媒
介
と
な
っ
て
、
民
衆
を
三
に
あ
っ
て

一
に
達
す
る
道
」
へ
と
導
く
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
こ
の
世
を
生
き
、
普
通
の
生
活
を
お
く
る
者
が
如
何
に
救
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」

と
問
い
続
け
た
柳
に
と
っ
て
、
最
も
完
壁
な
解
答
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
柳
は
工
芸
の
重
要
性
を
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
美

は
娯
楽
で
は
な
い
。
生
活
を
し
て
、
真
の
生
活
た
ら
し
め
る
大
き
な
基
礎
で
あ
る
」
（
八
・
ｍ
）
。
「
私
達
が
民
芸
の
意
義
を
重
く
見
る
の
は
、

人
間
の
生
活
に
着
実
な
基
礎
を
与
え
た
い
た
め
で
あ
り
ま
す
」
（
十
・
岬
）
と
。
こ
う
し
て
柳
は
万
人
に
許
さ
れ
る
三
に
あ
っ
て
一
に
達

す
る
道
」
を
工
芸
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

（
３
）
裸
形
の
自
然
／
作
ら
れ
た
自
然

美
的
生
活
の
可
能
性
と
限
界
ｌ
柳
宗
悦
「
第
三
の
道
」
と
は
何
か
ｌ
〔
宮
野
〕

｛
ハ
ー
ニ



私
た
ち
は
工
芸
を
用
い
生
活
す
る
と
き
、
美
を
生
き
、
二
元
に
生
き
な
が
ら
一
へ
達
す
る
。
そ
こ
で
見
出
さ
れ
る
美
は
、
「
自
然
か
ら

の
恩
寵
」
「
造
化
の
妙
」
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
自
然
そ
の
も
の
で
あ
る
。
自
然
ゆ
え
に
、
美
し
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
柳
が
工
芸
論
で

達
し
た
二
」
と
は
「
美
醜
以
前
の
美
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
宗
教
哲
学
期
に
求
め
ら
れ
た
「
自
然
」
で
も
あ
る
。
私
た
ち
は
工
芸
に
お
い

て
美
を
見
出
す
と
同
時
に
、
自
然
に
触
れ
る
の
で
あ
る
。
柳
が
こ
こ
で
見
出
す
自
然
と
は
、
「
二
に
分
れ
る
己
前
…
与
え
ら
れ
た
あ
り
の
ま

ま
の
「
本
分
」
」
（
一
八
・
脚
）
で
あ
る
と
同
時
に
「
造
化
の
妙
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
素
材
と
し
て
の
自
然
、
つ
ま
り
裸
形
の
自
然
で
あ
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
（
７
）
。
こ
う
し
て
、
用
い
る
者
は
裸
形
の
自
然
に
触
れ
、
美
を
生
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
自
然
の
美
」
と
い
う
考

え
方
は
あ
る
矛
盾
を
潜
め
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

先
に
も
見
た
よ
う
に
、
作
る
者
は
自
然
に
帰
依
す
る
こ
と
か
ら
器
を
生
み
出
し
た
。
た
し
か
に
そ
の
と
き
、
素
材
と
し
て
の
自
然
な
く
し

て
器
は
成
立
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
器
は
た
だ
作
ら
れ
た
だ
け
で
は
未
だ
「
美
」
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
必
ず
そ
れ
を
「
美
」
と
し
て

発
見
す
る
者
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
「
用
い
る
」
こ
と
も
ど
の
よ
う
な
用

い
方
で
も
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
柳
は
言
う
。
「
私
の
云
う
「
用
い
る
」
と
は
用
い
こ
な
す
こ
と
を
云
う
の
で
あ
る
。
…
凡
て
の
美
し
い
器

は
、
正
し
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
於
て
、
凡
て
茶
器
に
甦
る
と
。
茶
器
と
は
単
に
美
し
い
器
で
は
な
く
、
正
し
く
用
い
ら
れ
た
器
物
を
指
す

の
で
あ
る
」
（
八
・
妬
）
。
「
正
し
い
」
用
い
方
な
く
し
て
、
器
は
美
し
く
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
正
し
い
用
い
方
に
よ
っ
て
「
洗
練
」
さ
れ

る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
器
は
「
美
」
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
美
」
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
自
然

と
は
「
洗
練
」
を
経
た
も
の
で
あ
っ
て
、
も
は
や
「
あ
り
の
ま
ま
の
本
分
」
で
も
「
裸
形
の
自
然
」
で
は
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で

と
は
「
洗
塗

は
な
い
か
。

し
か
し
、
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そ
れ
は
柳
の
思
想
を
貫
く
「
信
」
と
い
う
側
面
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
柳
に
よ
れ
ば
、
工
芸
と
は
工
人
達
が
「
他
力
道
」

に
基
づ
き
、
自
然
へ
帰
依
す
る
こ
と
で
始
め
て
可
能
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
工
芸
の
美
の
出
発
点
に
あ
る
の
は
、
何
よ
り
も
工
人
達
の

「
他
力
道
」
に
基
づ
く
「
信
」
な
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
柳
は
「
他
力
道
」
を
作
る
者
だ
け
で
な
く
、
用
い
る
者
に
ま
で
押
し
広
げ
て
い
く
。

柳
は
工
芸
が
用
に
よ
っ
て
美
し
く
な
る
こ
と
を
感
嘆
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
用
に
交
わ
ら
ず
ぱ
工
芸
の
美
が
無
い
と
云
う
に
至
っ
て
は
、

更
に
不
思
議
な
神
秘
で
あ
る
。
私
達
は
現
実
の
世
を
美
し
く
す
る
任
務
が
あ
る
・
併
し
摂
理
は
か
か
る
事
を
私
達
の
力
に
依
托
し
て
了
っ
た

の
で
は
な
い
。
現
実
に
即
さ
ず
ぱ
生
ま
れ
な
い
美
を
、
吾
々
に
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
八
・
知
）
。
工
芸
の
美
が
自
然
へ
の
帰
依

か
ら
自
ず
と
生
ま
れ
て
き
た
よ
う
に
、
現
実
の
世
の
美
し
さ
は
私
た
ち
の
手
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
・
私
た
ち
は
工
芸
を
用
い
る
が
、
そ
の

結
果
と
し
て
美
が
宿
る
の
か
ど
う
か
は
私
た
ち
の
力
と
は
関
係
が
な
い
・
そ
れ
は
た
だ
「
他
力
道
」
に
基
づ
い
て
与
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

摘
す
る
よ
う
に
、
「
人
間
に
と
っ
て
、
客
観
的
に
は
野
生
の
自
然
と
い
う
も
の
は
存
在
し
得
な
い
。
す
な
わ
ち
自
然
は
、
常
に
文
化
の
言
葉

で
構
築
さ
れ
（
移
し
替
え
ら
れ
、
整
備
さ
れ
）
、
個
別
な
い
し
集
団
的
主
体
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
る
」
（
８
）
も
の
な
の
で
あ
る
。
柳
が
工
芸
の

美
に
お
い
て
見
出
す
「
自
然
」
も
ま
た
、
正
し
い
用
い
方
と
い
う
洗
練
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
正
し
い
眼
と
生

活
を
持
つ
者
に
よ
っ
て
、
自
然
は
「
美
」
へ
と
高
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
再
発
見
さ
れ
、
磨
か
れ
た
自
然
で
あ
り
、
も
は
や
裸
形
で
は
な

く
、
作
ら
れ
た
側
面
、
あ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
面
を
伴
う
。
そ
し
て
、
用
い
洗
練
さ
れ
な
い
工
芸
は
未
だ
「
美
」
で
は
な
い
と
柳
が
言
う

以
上
、
工
芸
の
「
美
」
的
性
質
を
担
う
の
は
、
こ
の
洗
練
の
過
程
で
あ
り
、
そ
こ
に
伴
う
作
ら
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
面
な
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
柳
も
ま
た
「
眼
は
も
の
を
創
造
す
る
」
（
八
・
和
）
と
言
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
し
か
し
、
柳
は
そ
の
フ
ィ

ク
シ
ョ
ナ
ル
な
面
を
隠
蔽
し
、
工
芸
の
美
を
自
ず
か
ら
な
裸
形
の
自
然
の
美
と
捉
え
る
。
で
は
、
そ
の
隠
蔽
を
促
し
て
い
る
も
の
は
一
体
何

か
。

美
的
生
活
の
可
能
性
と
限
界
ｌ
柳
宗
悦
「
第
三
の
道
」
と
は
何
か
ｌ
〔
宮
野
〕

六
五



（
１
）
柳
の
成
果
と
問
題
点

何
度
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
柳
の
出
発
点
に
あ
っ
た
の
は
「
二
元
の
分
裂
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
元
の
分
裂
は
神
と
人
間
あ
る
い
は
彼

岸
と
此
岸
と
し
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
柳
自
身
に
と
っ
て
切
迫
し
た
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
は
、
む
し
ろ
、
伝
統
あ

し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
が
行
う
べ
き
こ
と
は
、
与
え
ら
れ
た
工
芸
を
日
常
の
な
か
で
用
い
こ
な
し
、
た
だ
生
活
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
な
か
で
、
美
と
交
わ
り
「
二
に
あ
っ
て
一
に
達
す
る
道
」
も
自
ず
と
開
か
れ
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
切
な
の
は
美
が
開
示
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
生
活
を
た
だ
真
撃
に
お
く
る
こ
と
で
あ
る
。
柳
は
言
う
。
こ
の
よ
う
な
「
生
活
は
遊
戯
で
は
な
い
限
り
、
厳
粛
な
生
活
を
持
つ
も
の
」

（
十
・
麺
）
で
あ
る
と
、
そ
し
て
美
に
即
し
た
生
活
こ
そ
が
「
正
し
く
地
に
活
き
る
」
生
活
で
あ
る
と
。
厳
粛
な
生
活
に
身
を
委
ね
る
と
き
、

自
ず
と
美
が
顕
現
し
て
く
る
と
い
う
こ
の
考
え
方
は
、
明
ら
か
に
「
他
力
道
」
に
徹
底
す
れ
ば
、
い
ず
れ
美
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
「
信
」

な
く
し
て
成
立
し
な
い
。
そ
し
て
、
与
え
ら
れ
る
美
は
決
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
な
い
以
上
、
他
力
道
の
信
は
、
そ
こ
に
遊
戯
や
虚
構
と
い

う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
を
容
認
し
な
い
。
他
力
道
に
基
づ
く
真
撃
な
生
活
こ
そ
が
二
に
達
す
る
道
」
で
あ
る
と
柳
が
い
う
と
き
、
そ

れ
を
支
え
て
い
る
の
は
「
信
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
柳
は
工
芸
の
美
が
持
っ
て
い
た
「
洗
練
」
の
過
程
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
面
を

完
全
に
隠
蔽
す
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
柳
の
思
想
の
限
界
点
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
美
的
生
活
に
よ
っ
て
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
を
生
き
抜
く
と
い
う
方
法
そ
の
も
の
が
限
界
に
達
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
次
章
で
は
、
柳
の
思
想
の
成
果
と
問
題
点
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
美
的
生
活
の
射
程
を
測
っ
て
い
く
。
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る
い
は
自
然
と
そ
こ
か
ら
切
り
離
さ
れ
自
我
意
識
に
目
覚
め
た
近
代
的
自
己
の
存
在
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
柳
は
な
ぜ
今
工
芸
に
つ
い
て

語
る
の
か
に
つ
い
て
、
「
歴
史
は
追
憶
で
あ
り
、
批
判
は
回
顧
で
あ
る
」
と
し
て
、
工
芸
の
美
を
認
職
し
語
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
も
、

も
は
や
私
た
ち
が
「
そ
れ
ら
の
も
の
を
産
み
、
そ
の
中
に
生
き
つ
つ
あ
っ
た
」
時
代
に
暮
ら
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
伝
統
と
自

然
の
結
び
つ
き
か
ら
工
芸
が
生
み
出
さ
れ
た
時
代
は
遥
か
遠
い
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
意
識
を
持
つ
近
代
的
自
己
と
な
る
と
同
時
に
、
伝
統

や
自
然
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
「
二
元
の
分
裂
」
こ
そ
、
柳
に
と
っ
て
の
具
体
的
な
問
題
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
彼
の
思
索
の
歩
み
は
一
貫
し
て
、
二
元
の
世
に
生
き
な
が
ら
二
元
を
解
放
す
る
二
」
を
目
指
す
。
求
め
ら
れ
る
「
一
」
は
、
あ
る

と
き
は
「
実
在
」
と
呼
ば
れ
、
あ
る
と
き
は
「
自
然
」
ま
た
「
美
」
と
呼
ば
れ
も
す
る
。
し
か
し
、
名
称
は
変
わ
れ
ど
、
そ
の
一
と
は
、
此

岸
の
自
己
を
生
き
る
上
で
の
救
い
や
支
え
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
二
元
の
分
裂
」
と
救
い
と
し
て
の
二
」

を
め
ぐ
る
、
い
わ
ば
三
上
リ
ズ
ム
」
の
問
題
を
彼
岸
的
な
信
仰
に
お
い
て
で
は
な
く
、
日
常
生
活
の
な
か
で
そ
の
解
決
を
目
指
し
た
と
い

う
意
味
で
、
柳
の
思
想
は
際
立
っ
た
性
格
を
持
つ
と
同
時
に
広
い
射
程
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
先
に
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
、
柳
の
思
想
に
は
一
つ
の
矛
盾
と
そ
の
隠
蔽
が
あ
っ
た
。
柳
は
「
二
に
あ
っ
て
一
に
達
す
る
道
」

を
求
め
て
、
自
然
に
行
き
着
き
、
そ
の
自
然
を
工
芸
の
美
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
も
の
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
自
然
と
は
も
は
や

人
間
が
そ
こ
か
ら
生
い
立
っ
て
き
た
裸
形
の
自
然
で
は
な
く
、
生
活
の
洗
練
を
経
て
作
ら
れ
た
自
然
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
二

つ
の
自
然
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
樋
鋸
を
「
信
」
に
よ
っ
て
隠
蔽
し
つ
つ
、
柳
は
そ
の
自
然
（
あ
る
い
は
美
）
を
「
ご
な
る
「
救
い
」
と

す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
隠
蔽
」
を
隠
し
持
つ
「
救
い
」
は
自
己
の
存
立
を
支
え
る
も
の
、
い
わ
ば
「
根
拠
」
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
単
に
柳
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
「
根
拠
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
創
出
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
ゆ
え
に
、
「
信
」

が
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
生
活
と
そ
こ
に
宿
る
美
、
そ
し
て
そ
れ
を
裏
で
支
え
る
「
信
」
に
よ
る
隠
蔽
の

美
的
生
活
の
可
能
性
と
限
界
ｌ
柳
宗
悦
「
第
三
の
道
」
と
は
何
か
ｌ
〔
宮
野
〕
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（
２
）
「
い
き
」
と
い
う
生
き
方

さ
て
、
具
体
的
に
柳
が
隠
蔽
し
た
の
は
、
自
然
を
美
へ
と
至
ら
し
め
る
「
美
を
作
り
出
す
生
活
」
と
い
う
観
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

観
点
を
、
永
井
荷
風
は
「
江
戸
芸
術
」
の
う
ち
に
見
出
す
。
そ
れ
は
「
芸
術
」
と
言
っ
て
も
決
し
て
生
活
を
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
永
井

は
江
戸
芸
術
の
特
徴
を
一
種
の
「
哀
調
」
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
懐
か
し
む
。
「
こ
の
哀
調
は
、
小
説
家
が
そ
の
趣
味
か
ら
作
り
出

し
た
技
巧
の
結
果
で
は
な
か
っ
た
。
：
．
こ
の
哀
調
は
過
去
の
東
京
に
あ
っ
て
は
繁
華
な
下
町
に
も
、
静
な
山
の
手
の
町
に
も
、
折
に
触
れ
時

に
つ
れ
て
、
切
々
と
し
て
人
の
官
覚
を
動
す
力
が
あ
っ
た
。
」
（
９
）
た
と
え
ば
、
夏
の
あ
る
日
、
物
干
台
に
翻
る
浴
衣
の
白
さ
と
青
い
空
を
眺

め
つ
つ
、
路
地
を
衝
樫
う
永
井
は
「
あ
た
り
の
景
色
と
調
和
し
て
立
去
る
に
忍
び
な
い
ほ
ど
心
持
よ
く
、
倉
の
間
か
ら
聞
こ
え
る
長
唄
の
三

味
線
に
聞
取
れ
」
（
、
）
て
足
を
と
め
る
。
そ
し
て
自
問
す
る
。
「
こ
の
音
楽
が
あ
っ
た
た
め
に
倉
続
き
の
横
町
の
景
色
が
生
き
て
来
た
も
の
か
、

あ
る
い
は
横
町
の
景
色
が
自
分
の
空
想
を
刺
激
し
て
い
た
た
め
に
長
唄
が
か
く
も
心
持
よ
く
聞
か
れ
た
の
か
」
と
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
芸

術
家
が
作
り
だ
し
た
美
し
さ
で
は
な
い
く
、
そ
の
土
地
に
生
き
る
人
々
の
生
活
の
な
か
で
作
り
上
げ
ら
れ
、
自
ず
と
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
そ
れ
は
、
生
活
の
も
つ
色
合
い
、
風
情
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
美
し
さ
の
源
と
な
る
風
情
に
つ
い
て
永
井

は
次
の
よ
う
に
語
る
。
「
「
ふ
ぜ
い
」
と
は
何
ぞ
。
芸
術
的
洗
練
を
経
た
る
空
想
家
の
心
に
の
み
味
わ
る
べ
き
、
言
語
に
言
い
表
し
得
ぬ
複
雑

豊
富
な
る
美
感
の
満
足
で
は
な
い
か
」
（
皿
）
。
永
井
に
よ
れ
ば
、
「
ふ
ぜ
い
」
を
生
む
も
の
は
外
な
ら
ぬ
「
芸
術
的
洗
練
」
で
あ
り
「
空
想
」
な

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
江
戸
の
「
ふ
ぜ
い
」
あ
る
美
的
生
活
は
芸
術
的
洗
練
に
お
い
て
成
り
立
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の

問
題
を
解
決
す
る
と
き
、
柳
の
思
想
の
も
つ
射
程
を
一
層
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
隠
蔽
を
行
う

こ
と
な
く
柳
と
同
様
の
方
向
を
進
も
う
と
し
た
日
本
の
思
想
の
検
討
す
る
。
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よ
う
な
洗
練
は
何
の
導
き
も
な
く
可
能
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
よ
っ
て
立
つ
べ
き
価
値
観
、
美
意
織
が
あ
る
。
そ
の
美
意
織
こ

そ
、
江
戸
の
「
俗
」
の
美
意
識
「
い
き
」
（
吃
）
で
あ
る
。

「
い
き
」
と
は
何
か
を
語
る
に
あ
た
っ
て
、
必
ず
引
用
さ
れ
る
の
が
九
鬼
周
造
の
ヨ
い
き
」
の
構
造
』
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
お
い
て
九

鬼
は
「
い
き
」
を
「
垢
抜
し
て
（
諦
）
、
張
の
あ
る
（
意
気
地
）
、
色
っ
ぽ
さ
（
媚
態
）
」
（
卿
）
、
あ
る
い
は
「
運
命
に
よ
っ
て
「
諦
め
」
を
得

た
「
媚
態
」
が
「
意
気
地
」
の
自
由
に
生
き
る
」
（
脚
）
と
定
義
づ
け
る
。
そ
こ
で
前
提
さ
れ
て
い
る
の
は
、
身
分
も
金
も
そ
し
て
知
恵
さ
え

も
持
た
ぬ
庶
民
の
人
生
は
、
所
詮
「
浮
か
み
も
や
ら
ぬ
、
流
れ
の
浮
き
身
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
人
生
の
は
か
な
さ
で
あ
る
。
「
い
き
」
と

は
こ
の
よ
う
な
人
生
を
「
諦
め
」
に
よ
っ
て
解
脱
す
る
の
で
も
、
「
意
気
地
」
の
武
士
道
に
超
克
す
る
の
で
も
な
い
。
人
生
を
「
諦
め
」
に

よ
っ
て
受
け
入
れ
つ
つ
、
「
安
価
な
る
現
実
の
提
立
を
無
視
し
、
実
生
活
に
大
胆
な
る
括
弧
を
施
し
、
超
然
と
し
て
中
和
の
空
気
を
吸
い
な

が
ら
、
無
目
的
な
ま
た
無
関
心
な
自
律
的
遊
戯
を
」
（
巧
）
行
う
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
人
生
を
生
き
抜
い
て
い
く
こ
と
が
「
い
き
」
な
生
き

方
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
い
き
」
は
「
俗
」
の
美
意
識
で
あ
る
以
上
、
庶
民
の
生
活
の
場
を
離
れ
な
い
。
そ
の
場
を
離
れ
る
こ
と
な
く
、
一

旦
遊
戯
に
よ
っ
て
生
活
に
括
弧
を
施
し
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
を
施
す
こ
と
で
生
活
そ
の
も
の
を
美
へ
と
洗
練
し
て
い
く
の
が
「
い
き
」
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
切
な
の
は
「
い
き
」
の
も
つ
遊
戯
の
側
面
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
自
律
的
遊
戯
に
自
在
に
生
き
る
こ
と
、
そ
れ
な

く
し
て
「
い
き
」
の
美
は
現
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
「
い
き
」
の
生
き
方
が
前
提
と
す
る
は
か
な
い
人
生
は
、
柳
の
言
葉
で
い
え
ば
煩
悩
の
「
二
元
の
悩
み
」
の
世
界
で
あ
る
と

な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
柳
と
は
異
な
り
こ
の
「
い
き
」
と
い
う
生
き
方
は
、
は
か
な
い
人
生
に
救
い
を
求
め
て
根
拠
を
見
出
す
こ
と
を
目

指
し
て
日
常
生
活
を
営
む
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
は
か
な
い
人
生
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
、
た
だ
二
元
を
肯
定
す
る
こ
と
で
生
き
抜
い

て
い
く
方
法
を
求
め
る
方
向
へ
向
か
う
。
つ
ま
り
、
柳
が
求
め
た
「
二
に
あ
っ
て
一
に
達
す
る
道
」
の
よ
う
に
そ
れ
で
も
、
二
」
を
求
め

美
的
生
活
の
可
能
性
と
限
界
ｌ
柳
宗
悦
「
第
三
の
道
」
と
は
何
か
Ｉ
〔
宮
野
〕
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九



裸
形
の
自
然
も
一
な
る
根
拠
も
存
在
し
な
い
こ
と
。
い
や
、
存
在
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
た
ち
に
は
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
、
一
な
ど
に
囚
わ
れ
ず
軽
や
か
に
遊
戯
の
精
神
で
こ
の
世
の
二
を
生
き
て
い
く
し
か
な
い
。
「
い
き
」
が
明
ら
か
に
し
た
の

は
そ
の
よ
う
な
生
き
方
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
た
つ
根
拠
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
苛
烈
な
二
元
を
生
き
る
と
き
、
か
弱
い
民
衆
の
支
え
に
な
る

の
は
、
そ
の
生
に
お
い
て
現
れ
る
「
い
き
」
と
い
う
美
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
美
を
支
え
る
も
の
が
遊
戯
や
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
、
「
い
き
」
の
生
き
方
は
知
り
抜
い
て
い
る
。
柳
が
二
」
と
い
う
救
い
へ
固
執
し
、
遊
戯
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
隠
蔽
し
て

し
ま
っ
た
の
に
対
し
、
「
い
き
」
の
生
き
方
は
現
状
に
対
す
る
曇
り
無
い
眼
差
し
か
ら
遊
戯
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
美
的
生
活
を
生
み
出

し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
超
克
な
の
か
、
徹
底
な
の
か
、
は
た
し
て
隠
蔽
な
の
か
。
美
を
頼
り
と
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
を
生
き
る
と
き
、
そ
の
美
も
や
は
り
一
つ
の
「
ご
な
る
根
拠
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
を
生
き
る
と
言
い
つ
つ
、

一
が
見
出
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
残
さ
れ
た
問
い
は
未
だ
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
美
的
生
活
を
め
ぐ
る
考
察
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
、

る
の
で
は
な
く
、
二
」
な
く
し
て
三
」
を
生
き
る
こ
と
を
目
指
す
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
三
」
を
生
き
る
こ
と
は
苦
し
い
こ
と
で
も
、

る
。
そ
の
と
き
、
庶
民
た
ち
は
そ
の
「
二
」
で
あ
る
「
流
れ
の
浮
き
身
」
の
人
生
を
遊
戯
に
よ
っ
て
「
い
き
」
の
美
へ
と
洗
練
し
て
い
く
こ

と
を
通
じ
て
、
自
ら
の
生
を
受
け
入
れ
る
。
そ
こ
に
成
立
す
る
も
の
こ
そ
、
「
い
き
」
に
基
づ
く
美
的
生
活
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
い

き
」
と
は
、
江
戸
文
化
の
美
意
識
で
あ
る
と
同
時
に
、
苛
烈
な
二
を
そ
の
ま
ま
肯
定
し
、
生
き
抜
く
た
め
の
方
法
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
だ

ろ
う
。
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あ
る
光
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
こ
と
を
祈
っ
て
本
論
の
終
わ
り
と
し
た
い
。

註（
１
）
有
島
武
郎
『
惜
し
み
な
く
愛
は
奪
う
』
（
新
潮
文
庫
・
二
○
○
○
年
）

（
２
）
九
鬼
周
造
『
九
鬼
周
造
全
集
第
三
巻
』
（
岩
波
書
店
・
一
九
八
一
年
）

（
３
）
竹
内
整
一
『
自
己
超
越
の
思
想
一
近
代
日
本
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』
（
ぺ

り
か
ん
社
・
’
九
八
八
年
）

（
４
）
例
え
ば
、
唐
木
順
三
の
「
無
常
な
る
も
の
の
無
常
性
を
徹
底
さ
せ

る
」
（
唐
木
順
三
『
無
常
』
・
ち
く
ま
文
庫
・
一
九
九
八
年
）
と
い
う

方
向
や
、
西
谷
啓
治
の
三
上
リ
ズ
ム
の
超
克
」
、
「
空
」
、
更
に
は

夏
目
漱
石
の
「
則
天
去
私
」
や
志
賀
直
哉
の
「
自
然
」
と
い
う
方
向

も
私
よ
り
大
な
る
も
の
を
求
め
る
と
い
う
意
味
で
超
越
を
求
め
る
も

の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
５
）
柳
宗
悦
『
柳
宗
悦
全
集
』
（
筑
摩
書
房
・
一
九
八
○
’
九
二
年
）
柳

の
著
作
か
ら
の
引
用
は
全
て
全
集
に
よ
っ
た
。
そ
の
際
、
（
巻
号
・
頁

数
）
の
形
で
示
す
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
は
、
旧
漢
字
・
旧
仮
名

遣
い
を
新
字
に
改
め
た
。

（
６
）
こ
の
点
に
つ
い
て
柳
は
「
自
然
は
神
意
を
果
た
す
為
に
世
界
に
双

対
の
愛
を
与
え
て
い
る
」
（
二
・
釦
）
や
、
「
原
始
の
自
然
は
神
の
意

志
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
」
（
二
一
上
・
皿
）
と
述
べ
て
い
る
。

美
的
生
活
の
可
能
性
と
限
界
ｌ
柳
宗
悦
「
第
三
の
道
」
と
は
何
か
ｌ
〔
宮
野
〕

（
７
）
そ
れ
ゆ
え
に
、
柳
の
思
想
の
射
程
を
拡
げ
る
も
の
と
し
て
次
の
よ

う
な
解
釈
は
極
め
て
有
効
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
馴
れ
親
し

む
と
は
、
使
用
者
の
恋
意
的
な
使
用
連
関
に
器
を
強
制
的
に
当
て
は

め
て
い
く
の
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
使
用
者
が
器
の
存
在
空
間
に

入
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
器
物
と
親
し
み
、
そ
の
空
間
に
受
け

入
れ
ら
れ
た
と
き
、
私
た
ち
は
、
た
だ
単
に
有
用
な
道
具
を
我
が
も

の
と
し
て
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
通
じ
て
土
や
植
物
の
肌

触
り
や
匂
い
に
包
ま
れ
、
己
れ
の
存
在
を
或
る
た
し
か
さ
へ
と
委
ね

渡
す
」
（
伊
藤
徹
『
柳
宗
悦
Ｉ
手
と
し
て
の
人
間
』
・
平
凡
社
・
二
○

○
三
年
・
麹
頁
）
。
伊
藤
は
そ
の
よ
う
な
「
或
る
た
し
か
さ
」
を
「
私

た
ち
が
素
裸
に
な
っ
て
も
の
に
出
会
い
、
も
の
の
呼
吸
に
包
ま
れ
る

よ
う
な
」
「
別
の
場
所
」
と
し
て
捉
え
る
。
た
だ
し
、
柳
自
身
の
思

想
自
体
は
、
「
別
の
場
所
」
に
至
る
手
前
、
「
土
や
植
物
」
と
い
う
素

材
と
し
の
裸
形
の
自
然
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。

（
８
）
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
『
風
土
の
日
本
』
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
・

一
九
九
二
年
）
卸
頁

（
９
）
永
井
荷
風
『
永
井
荷
風
随
筆
集
（
上
）
』
（
岩
波
文
庫
・
一
九
八
六

年
孟
土
頁

七
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頁頁

（
、
）
．
わ
び
」
「
さ
び
」
と
い
う
の
は
「
聖
な
る
美
意
職
」
、
こ
れ
に
対

し
て
、
「
い
き
」
は
「
俗
な
る
美
意
職
」
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
」

安
田
武
・
多
田
道
太
郎
『
。
い
き
」
の
構
造
」
を
読
む
』
（
朝
日
新

聞
社
・
一
九
七
九
年
）
加
頁

（
画
）
九
鬼
周
造
『
九
鬼
周
造
全
集
第
一
巻
』
（
岩
波
書
店
・
一
九
八
一
年
）

而
）
永
井
前
掲
書
、
四
頁

（
皿
）
永
井
荷
風
『
永
井
荷
風
随
筆
集
（
下
）
』
（
岩
波
文
庫
・
一
九
八
六

濁
頁

年
）
迦
頁

日
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研
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