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私
達
は
、
み
な
、
今
日
に
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

私
共
の
生
き
て
い
る
今
日
と
い
う
の
は
、
普
通
の
物
理

学
で
い
う
よ
う
な
、
巾
の
な
い
も
の
で
な
く
し
て
、
巾

を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

即
ち
、
一
方
か
ら
い
う
と
、
私
達
は
過
去
を
背
負
っ

て
い
る
。
ま
た
、
一
方
か
ら
い
う
と
、
未
来
を
孕
ん
で

い
る
。
そ
う
い
う
現
実
の
中
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。 

 

そ
う
い
う
現
実
の
中
で
、
君
達
が
ど
う
い
う
よ
う
に

生
き
て
い
っ
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
お
話
し
し

て
見
よ
う
と
思
い
ま
す
。 

 

我
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
過
去
を
背
負
い
、
未
来
を
孕

む
一
つ
の
現
実
の
中
に
生
き
て
い
る
。
そ
れ
を
仮
に

「
環
境
」
と
い
う
な
ら
、
環
境
の
中
に
生
き
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
環
境
と
い
う
も
の
が
、
我
々
に
対
し
て
、

非
常
な
力
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
諸
君
の
御
承
知
の

通
り
で
あ
り
ま
す
。 

 

こ
と
に
、
現
在
、
我
々
の
物
の
考
え
方
と
い
う
の
は
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
環
境
と
い
う
も
の
に
重
き
を
置

く
考
え
で
す
。
例
え
ば
、
一
つ
の
出
来
事
が
あ
る
と
、

本
人
の
責
任
を
考
え
る
よ
り
も
、
先
ず
、
そ
う
い
う
こ

と
が
起
る
と
い
う
よ
う
な
環
境
な
の
だ
、
そ
う
い
う
よ

う
な
こ
と
が
起
る
世
界
な
ん
だ
、
と
い
う
よ
う
な
、
環

境
と
い
う
も
の
を
非
常
に
重
く
見
る
よ
う
な
考
え
方

で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
そ
う
い
う
環
境
と
い
う
の

は
、
す
べ
て
自
分
達
が
作
っ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い

の
で
あ
っ
て
、
或
る
意
味
で
は
、
自
分
達
は
環
境
の
中

に
置
か
れ
た
、
と
い
っ
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。 

昭
和
三
十
二
年
十
一
月 

ご
講
演 

「
今
日
に
生
き
る
倫
理
」 

独
協
学
園
長   

天
野
貞
祐
先
生

 

例
え
ば
、
極
端
に
い
え
ば
、
親
か
ら
生
れ
よ
う
と
し

て
生
れ
て
来
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
生
れ
た
と
た

ん
に
某
（
そ
れ
が
し
）
の
子
で
あ
る
。
或
い
は
、
日
本

国
に
生
れ
よ
う
と
い
っ
て
生
れ
て
来
た
の
で
は
な
い

の
で
あ
っ
て
、
生
れ
た
と
た
ん
に
日
本
国
民
で
あ
る
。

即
ち
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
有
名

な
「
人
間
存
在
と
い
う
の
は
、
投
げ
込
ま
れ
た
存
在
」

と
い
う
こ
と
が
云
え
る
わ
け
で
、
私
達
は
、
一
つ
の
環

境
の
中
に
投
込
ま
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
存
在
で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
環
境
と
い
う
も
の
が
非
常
な

力
を
も
っ
て
い
る
。
い
い
か
え
る
と
、
我
々
は
み
ん
な
、

そ
れ
ぞ
れ
運
命
を
背
負
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
わ

け
だ
と
思
い
ま
す
。
或
る
意
味
で
は
、
運
命
の
重
圧
の

も
と
に
、
自
分
達
が
あ
え
い
で
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い

の
で
あ
り
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
で
、
そ
の
運
命
と
い
う
の
は
、
一
体
、
我
々

に
対
し
て
ど
う
い
う
力
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
が
非
常
に
問
題
だ
と
思
う
。
或
る
人
達
は
、
環
境
と

い
う
も
の
を
分
析
す
る
と
、
そ
の
基
盤
を
な
す
も
の
は

経
済
生
活
で
あ
る
と
い
う
。
た
し
か
に
環
境
の
基
盤
を

な
す
も
の
は
経
済
生
活
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
経
済
生
活

と
い
う
も
の
が
人
間
を
作
っ
て
い
る
。
云
い
か
え
れ
ば
、

経
済
生
活
が
人
間
を
作
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
暮
し

が
悪
い
と
云
う
と
、
考
え
方
ま
で
も
貧
乏
の
よ
う
な
ゆ

と
り
の
な
い
考
え
方
に
な
る
。
暮
し
が
豊
か
だ
と
い
う

と
、
考
え
方
迄
も
豊
か
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
経
済

生
活
と
い
う
も
の
が
人
間
の
生
活
を
左
右
す
る
と
い

う
よ
う
に
考
え
る
。 

勿
論
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
事

実
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
考
え
方
を
も
っ
と
極
端

に
す
る
と
、
盗
み
を
し
た
人
間
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、

そ
れ
は
貧
乏
の
た
め
で
あ
る
。
貧
乏
と
い
う
も
の
は
、

政
治
が
悪
い
か
ら
だ
、
社
会
の
不
幸
だ
と
い
う
よ
う
な

考
え
方
を
す
る
人
が
い
る
。
盗
み
を
し
た
の
は
貧
乏
の

為
だ
。
貧
乏
は
政
治
が
悪
い
の
だ
と
い
う
よ
う
な
考
え
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方
は
、
一
体
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
て
み

ま
す
と
、
若
し
、
我
々
の
生
活
と
い
う
も
の
が
、
環
境

と
い
う
も
の
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、

我
々
の
生
活
も
自
然
現
象
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。 

 

自
然
現
象
と
い
う
の
は
、
一
定
の
原
因
が
あ
れ
ば
一

定
の
結
果
が
起
る
と
い
う
よ
う
に
、
必
然
性
に
よ
っ
て

絶
対
的
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
石
を
投
げ
れ

ば
必
ず
落
ち
る
。
火
を
燃
せ
ば
必
ず
燃
え
あ
が
る
。
そ

の
間
に
偶
然
を
入
れ
る
余
地
は
、
自
然
現
象
に
は
全
然

な
い
。 

 

と
こ
ろ
が
、
人
間
も
一
定
の
環
境
に
置
か
れ
る
と
そ

れ
に
支
配
さ
れ
る
と
云
う
な
ら
ば
、
自
然
現
象
と
同
じ

こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
善
悪
と
い
う
こ
と
は
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。 

 

と
こ
ろ
で
、
盗
み
を
し
た
の
は
貧
乏
の
た
め
で
あ
る

と
い
っ
た
論
を
す
る
人
に
限
っ
て
、
政
治
が
悪
い
と
か
、

社
会
が
不
公
平
だ
と
か
云
う
こ
と
は
、
論
理
が
非
常
に

不
徹
底
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
論
理
か

ら
す
れ
ば
、
政
治
が
良
い
も
悪
い
も
な
い
。
み
な
自
然

の
必
然
性
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

ド
イ
ツ
で
い
ま
非
常
に
力
の
あ
る
哲
学
者
に
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
と
並
ん
で
ヤ
ス
ペ
ル
ス
（
ヤ
ス
パ
ー
ス
）
と

い
う
哲
学
者
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
諸
君
も
知
っ
て

お
ら
れ
る
か
と
思
う
。
そ
の
ヤ
ス
ペ
ル
ス
が
『
哲
学
入

門
』
と
い
う
本
で
次
の
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。

「
或
る
裁
判
所
で
、
裁
判
長
が
被
告
に
有
罪
の
判
決
を

下
し
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
被
告
が
非
常
に
憤
慨
し

て
裁
判
長
に
喰
っ
て
か
か
っ
た
。
被
告
の
い
う
の
に
は
、

『
ど
う
し
て
裁
判
長
は
自
分
を
有
罪
に
す
る
の
か
、
自

分
は
何
に
も
悪
い
の
で
は
な
く
、
自
分
の
境
遇
が
悪
く

て
し
た
の
に
ど
う
し
て
有
罪
の
判
決
を
下
す
か
』。
裁

判
長
が
答
え
て
い
う
の
に
は
、
も
し
も
あ
な
た
の
論
理

が
正
し
い
と
す
る
と
、
境
遇
が
悪
い
の
で
あ
っ
て
、
本

人
が
悪
く
な
い
の
で
あ
り
、
責
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
は

境
遇
で
本
人
を
責
め
て
は
い
け
な
い
と
い
う
論
理
に

な
る
。
す
る
と
実
は
私
も
裁
判
長
と
い
う
境
遇
の
た
め

に
こ
の
判
決
を
下
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
な
た
の
論

理
か
ら
ゆ
く
と
責
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
裁
判
長
と

い
う
境
遇
で
あ
っ
て
、
私
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

私
を
責
め
る
と
い
う
こ
と
は
あ
な
た
の
論
理
に
矛
盾

す
る
」
と
答
え
た
と
書
い
て
い
る
。 

 
よ
う
す
る
に
、
そ
う
い
う
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
責
任

と
か
善
悪
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
の
す

る
こ
と
は
総
て
、
自
然
、
必
然
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

即
ち
、
そ
う
い
う
論
理
か
ら
は
、
善
悪
と
い
う
も
の

は
迷
い
だ
、
と
い
う
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
政
治
が
悪
い
と
か
、
社
会
が
不
公
平
と
い
う
こ

と
は
あ
り
得
な
い
。
政
治
家
も
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
の
為

に
そ
う
い
っ
た
行
為
を
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
何
も
政

治
家
が
悪
い
の
で
は
な
く
、
自
然
現
象
と
同
じ
で
あ
る
。

人
間
の
す
る
こ
と
は
、
石
が
投
げ
ら
れ
て
落
ち
る
の
と

同
じ
で
あ
る
と
い
う
論
理
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

そ
う
い
う
宿
命
論
と
か
必
然
論
と
か
い
う
も
の
は
、

確
か
に
頭
で
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
頭
で
考

え
る
こ
と
が
出
来
て
も
、
吾
々
の
体
験
に
は
合
わ
な
い

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
諸
君
の
う
ち
に
一
人
で
も
、
後

悔
と
い
う
体
験
を
持
た
な
い
方
は
な
い
と
思
う
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
後
悔
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
こ
と

で
あ
る
か
と
い
う
と
、
あ
の
時
は
あ
あ
い
う
こ
と
を
し

た
け
れ
ど
も
し
な
い
方
が
よ
か
っ
た
と
か
、
あ
の
時
は

右
へ
行
っ
た
け
れ
ど
も
左
に
行
け
ば
よ
か
っ
た
と
か

と
い
う
よ
う
に
、
起
っ
た
こ
と
も
起
ら
な
い
こ
と
も
、

ど
ち
ら
も
可
能
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

後
悔
と
い
う
も
の
が
意
味
を
も
っ
て
く
る
と
思
う
の

で
あ
る
。
起
る
べ
き
こ
と
が
、
自
然
、
必
然
的
に
起
こ

っ
た
こ
と
を
後
悔
す
る
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
な
こ
と
だ

と
思
う
。
と
こ
ろ
が
後
悔
と
い
う
体
験
は
、
吾
々
が
生

き
て
い
る
と
い
う
体
験
と
同
じ
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ

が
全
然
意
味
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
人

生
と
い
う
も
の
も
意
味
を
持
た
な
い
も
の
と
同
じ
に

な
っ
て
く
る
。
善
悪
と
い
う
も
の
が
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
頭
で
考
え
て
も
す
べ
て
自
然
、
必
然
的
だ
と
い
う

こ
と
は
出
来
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
吾
々
の
体
験
と

は
合
っ
て
い
な
い
。
吾
々
の
生
活
と
い
う
も
の
は
成
り

立
た
な
い
。
そ
の
よ
う
に
頭
で
考
え
る
こ
と
が
出
来
て

も
、
そ
れ
が
吾
々
の
体
験
に
合
っ
て
こ
な
い
こ
と
を
、

俗
に
観
念
論
と
い
う
。 
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一
体
、
観
念
論
と
い
う
言
葉
は
、
も
と
は
そ
う
い
う

意
味
で
は
な
く
、
認
識
論
上
の
言
葉
で
、
吾
々
の
認
識

し
て
い
る
世
界
は
そ
の
ま
ま
実
在
で
な
く
し
て
、
吾
々

の
主
観
の
要
素
が
加
わ
っ
て
出
来
て
い
る
世
界
で
あ

る
、
と
い
う
の
が
観
念
論
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
俗
に

は
、
一
応
頭
で
考
え
る
こ
と
は
出
来
る
け
れ
ど
も
体
験

に
は
合
わ
な
い
こ
と
を
観
念
論
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

そ
の
よ
う
に
善
悪
は
な
い
の
だ
と
い
う
よ
う
な
こ

と
は
、
観
念
的
に
云
え
て
も
現
実
に
は
云
う
こ
と
が
出

来
な
い
。
と
こ
ろ
が
一
番
現
実
的
な
、
一
番
具
体
的
な
、

例
え
ば
、
盗
み
を
し
た
の
は
貧
乏
の
為
だ
、
と
い
う
論

を
す
る
人
が
、
最
も
観
念
的
な
こ
と
を
云
っ
て
い
る
と

思
う
の
で
あ
る
。 

 

そ
う
い
う
わ
け
で
、
人
間
と
い
う
も
の
は
全
く
環
境

に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
し
ま
う
と
か
、
或
い
は
運
命
に
よ

っ
て
人
間
が
作
ら
れ
る
と
か
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の

観
念
論
で
あ
っ
て
、
現
実
の
吾
々
の
体
験
を
説
明
す
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
こ
で
私
は
次
の
よ
う
な
こ
と

を
思
い
出
す
の
で
あ
り
ま
す
。 

今
か
ら
三
年
前
、
西
独
の
総
同
盟
の
書
記
長
の
ア
ル

ビ
ン
カ
ン
と
い
う
人
が
日
本
に
来
た
。
こ
の
人
が
日
独

協
会
で
次
の
よ
う
な
話
し
を
し
た
。「
西
独
の
経
済
は

も
う
復
興
し
確
立
し
て
、
少
し
の
心
配
も
な
い
。
一
体

何
が
西
独
の
経
済
を
確
立
さ
せ
た
か
。
こ
う
い
う
こ
と

に
対
し
て
世
間
は
み
ん
な
、
西
独
の
奇
蹟
と
い
う
け
れ

ど
も
、
奇
蹟
で
も
な
ん
で
も
な
い
。
そ
れ
は
経
営
者
も

労
働
者
も
国
の
経
済
が
確
立
す
る
ま
で
は
、
決
し
て
経

済
の
復
興
を
阻
害
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
と
い

う
建
前
で
や
っ
て
き
た
。
だ
か
ら
西
独
の
経
済
を
復
興

さ
せ
た
の
は
奇
蹟
で
は
な
く
し
て
、
経
営
者
と
労
働
者

の
思
慮
と
自
己
犠
牲
だ
」
と
云
っ
た
。 

 

私
は
そ
れ
を
聞
き
な
が
ら
次
の
よ
う
に
思
っ
た
の

で
あ
る
。
西
独
も
日
本
も
敗
戦
と
い
う
運
命
を
背
負
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
。
む
し
ろ
ド
イ

ツ
の
方
が
国
を
両
断
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
ひ
ど
い
運
命

を
背
負
っ
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
ド

イ
ツ
は
自
国
の
経
済
が
確
立
す
る
迄
は
、
復
興
を
阻
害

す
る
よ
う
な
こ
と
は
や
ら
な
い
と
云
っ
て
、
経
済
を
確

立
し
た
。
日
本
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
戦
後
は
色
々
な

争
議
が
勃
発
し
、
特
需
と
い
う
利
益
が
あ
っ
た
に
か
か

わ
ら
ず
、
今
も
っ
て
日
本
経
済
は
確
立
し
て
い
な
い
よ

う
に
思
う
の
で
あ
る
。 

 
敗
戦
と
い
う
運
命
に
あ
え
ば
み
ん
な
が
同
じ
に
な

る
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。「
禍
い
を

転
じ
て
、
福
と
な
す
」
と
い
う
も
の
も
あ
れ
ば
、「
禍

い
を
益
々
禍
い
に
」
し
て
し
ま
う
も
の
も
あ
る
。
私
は

そ
の
時
に
、
以
上
の
よ
う
に
感
じ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
と
い

う
書
物
の
中
で
「
運
命
と
い
う
も
の
は
、
人
間
で
は
如

何
と
も
出
来
な
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
運

命
に
対
す
る
対
し
方
は
、
人
間
の
自
由
に
ま
か
さ
れ
て

い
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
「
同
じ
靴
を
作
る
革
で
も
、
良
い
靴
屋
の
手

に
か
か
れ
ば
、
良
い
靴
が
出
来
る
。
悪
い
靴
屋
の
手
に

か
か
れ
ば
、
悪
い
靴
が
出
来
る
」
と
い
う
こ
と
を
云
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
運
命
で
も
、
或
る
人
は
禍
を

益
々
禍
と
し
、
他
の
者
は
禍
を
転
じ
て
福
と
す
る
と
云

う
よ
う
に
、
運
命
に
如
何
と
も
出
来
な
い
も
の
が
あ
っ

て
も
、
そ
れ
に
対
処
す
る
仕
方
は
、
人
間
の
自
由
に
ま

か
さ
れ
る
と
い
っ
て
い
る
。 

 

人
間
は
た
だ
運
命
の
ま
ま
に
な
る
の
で
は
な
く
て
、

運
命
を
切
り
拓
く
と
か
、
或
い
は
自
分
の
環
境
を
立
て

な
お
す
と
い
う
こ
と
は
、
み
ん
な
が
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
と
思
う
。
環
境
通
り
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
の
で
あ
る
。 

 

例
え
ば
、
こ
う
い
う
立
派
な
環
境
で
諸
君
の
よ
う
に

勉
強
さ
れ
れ
ば
、
み
ん
な
勉
強
が
よ
く
出
来
る
と
い
う

の
が
事
実
で
あ
る
と
思
う
。
け
れ
ど
も
、
諸
君
の
中
に

何
人
か
が
ほ
ん
と
う
に
こ
う
い
う
所
を
理
解
し
て
、
そ

し
て
こ
う
い
う
所
を
使
っ
て
、
ほ
ん
と
う
に
勉
強
に
は

げ
む
と
い
う
こ
と
を
さ
れ
れ
ば
、
自
然
み
ん
な
が
勉
強

に
は
げ
む
よ
う
な
環
境
に
な
る
と
い
う
の
も
事
実
だ

と
思
う
。 

環
境
が
諸
君
を
作
る
と
い
う
の
も
事
実
だ
け
れ
ど

も
、
諸
君
が
ま
た
環
境
を
作
る
と
い
う
の
も
ま
た
事
実

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
た
だ
環
境
に
作
ら
れ

る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
環
境
を
作
る
と
い
う
力
を
持

っ
て
い
る
。
西
田
哲
学
の
云
い
方
を
す
れ
ば
、
人
間
は

環
境
に
作
ら
れ
な
が
ら
、
環
境
を
作
り
、
歴
史
に
作
ら

れ
な
が
ら
、
歴
史
を
作
り
、
運
命
に
作
ら
れ
な
が
ら
、

運
命
を
作
る
も
の
だ
と
云
え
る
。
私
は
以
上
、
こ
う
い
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う
こ
と
を
い
っ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
環
境
の
力
と

い
う
も
の
は
非
常
に
大
き
い
。
け
れ
ど
も
、
人
間
は
環

境
を
作
る
と
い
う
力
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
力
を
私
は

自
由
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

自
由
と
い
う
と
、
一
般
世
間
で
は
、
何
で
も
自
分
の

し
た
い
ほ
う
だ
い
の
こ
と
を
す
る
の
が
自
由
で
あ
る

と
考
え
ま
す
が
、
も
し
も
、
人
間
が
し
た
い
ほ
う
だ
い

の
こ
と
を
す
る
の
が
自
由
と
す
る
な
ら
ば
、
動
物
の
方

が
よ
ほ
ど
自
由
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
人
間
は
し
た
い

こ
と
も
我
慢
す
る
。
そ
れ
が
人
間
で
あ
り
、
ま
た
出
来

な
い
の
が
人
間
で
あ
る
。 

 

人
権
宣
言
第
一
条
に
は
「
人
間
は
生
れ
な
が
ら
に
し

て
自
由
で
あ
っ
て
、
そ
の
尊
厳
と
権
利
に
於
い
て
は
平

等
で
あ
る
。
人
間
は
理
性
と
良
心
を
与
え
ら
れ
て
い
て

相
互
に
同
胞
の
精
神
を
も
っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。 

 

人
間
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
だ
と
い
っ
て
、
人

間
の
本
質
を
自
由
だ
と
い
う
ふ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
有
名
な
言
葉
で
は
「
物
の
本
質
は
重

さ
で
あ
り
、
人
間
精
神
の
本
質
は
自
由
だ
」
と
あ
る
。 

 

人
間
の
本
質
が
自
由
だ
と
し
て
、
そ
れ
が
動
物
よ
り

劣
っ
て
い
る
と
し
た
ら
非
常
に
お
か
し
い
話
で
あ
る
。

人
間
を
し
て
人
間
た
ら
し
む
る
自
由
と
い
う
の
は
、
決

し
て
し
た
い
ほ
う
だ
い
を
す
る
よ
う
な
自
由
で
は
な

い
と
い
う
べ
き
だ
と
思
う
。
自
由
と
い
う
の
は
、
人
間

が
自
分
で
自
分
の
在
り
方
を
決
め
る
際
に
、
自
分
の
情

欲
と
か
我
儘
を
自
分
で
支
配
す
る
力
、
そ
う
い
う
力
が

自
由
だ
と
い
う
べ
き
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。 

そ
れ
で
は
、
法
律
上
の
自
由
は
ど
う
い
う
の
か
と
云

う
と
、
例
え
ば
、
新
憲
法
で
は
基
本
人
権
と
い
う
の
を

非
常
に
強
く
い
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
吾
々
は
色
々
な

自
由
と
か
権
利
と
い
う
も
の
を
も
ら
っ
て
い
る
の
で

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
無
際
限
で
な
い
の
で
あ
っ
て
、

い
つ
で
も
そ
こ
に
は
制
限
が
つ
い
て
い
る
。
そ
の
制
限

は
一
体
ど
う
い
う
制
限
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、「
公
共

の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
」
と
い
う
制
限
で
あ
る
。
例

え
ば
、
憲
法
第
十
三
条
を
見
ま
す
と
、
そ
こ
に
は
「
総

て
国
民
は
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
生
命
の
自
由
及

び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公

共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
立
法
、
そ
の
他
の
国
政

上
で
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
」、
或
い
は
二
十
二

条
に
は
「
何
人
も
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
居
住

の
移
転
及
び
職
業
の
選
択
の
自
由
を
有
す
る
」
と
い
っ

て
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
と
い
う
条
件
を
付
け
て

吾
々
は
い
ろ
ん
な
権
利
と
か
自
由
と
か
を
も
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
憲
法
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

人
間
は
、
自
分
勝
手
に
や
る
の
で
は
な
く
し
て
、
自
分

で
自
分
を
制
御
す
る
と
い
う
力
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ

で
法
律
は
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
は
や
っ
て
よ
い
と
い
う

の
が
法
律
上
の
自
由
で
あ
る
。 

 

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
が
四
つ
の
自
由
と
い
っ
た
と
は
有

名
で
あ
る
。
第
一
は
、
欠
乏
か
ら
の
自
由
。
第
二
は
、

恐
怖
か
ら
の
自
由
。
第
三
は
、
言
論
の
自
由
。
第
四
は
、

信
教
の
自
由
。
こ
れ
が
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
四
つ
の
自

由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
は
じ
め
の
二
つ
は
、

吾
々
は
人
格
で
あ
る
か
ら
共
同
し
て
実
現
す
べ
き
社

会
的
自
由
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
次
の
一
つ
は
、
法
律

上
の
自
由
で
あ
る
。
法
律
上
の
自
由
と
い
う
の
は
前
に

も
述
べ
た
通
り
、
許
可
の
意
味
の
自
由
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
私
は
、
自
由
に
つ
い
て
四
つ
の
区
別
を
し
よ
う
と

思
う
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

第
一
は
、
決
断
の
自
由
。
第
二
は
、
実
践
的
自
由
。

第
三
は
、
法
律
上
の
自
由
。
第
四
は
、
社
会
的
自
由
。

以
上
を
分
析
す
る
と
第
一
と
第
二
は
人
格
的
自
由
、
第

三
と
第
四
は
法
律
上
の
自
由
。
こ
の
二
つ
を
混
同
す
る

と
こ
ろ
に
色
々
な
議
論
の
混
雑
が
お
こ
る
と
思
う
の

で
あ
る
。 

 

昨
年
、
石
川
達
三
氏
が
「
世
界
は
変
っ
た
」
と
い
う

文
章
を
朝
日
新
聞
に
書
い
て
、
日
本
は
自
由
の
過
剰
だ

か
ら
し
て
、
過
剰
な
自
由
を
制
限
す
べ
き
だ
と
い
う
主

旨
の
こ
と
を
云
っ
て
物
議
を
か
も
し
た
こ
と
が
あ
る
。 

 

石
川
氏
の
論
は
大
体
、
次
の
よ
う
な
論
で
あ
っ
た
と

思
う
。
ソ
連
や
中
共
は
社
会
が
整
頓
し
て
進
歩
が
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
日
本
の
社
会
は
整
頓
せ
ず
進
歩
が
な
い
。

そ
れ
は
、
日
本
に
自
由
が
過
剰
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う

論
で
あ
る
。
自
由
過
剰
と
い
う
か
ら
非
常
に
非
難
を
受

け
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
論
は
も
う
少
し
考

え
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
尤
も
石
川
氏
の
論
に
対
し
て

総
て
の
批
評
家
が
一
致
し
て
い
た
こ
と
は
「
ソ
連
や
中

共
で
は
、
社
会
が
整
頓
し
て
進
歩
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

し
か
し
、
そ
れ
は
、
如
何
な
る
犠
牲
に
於
い
て
得
た
か
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と
い
う
石
川
氏
の
反
省
が
な
い
」。
こ
う
い
う
こ
と
を

み
ん
な
が
云
っ
た
。
私
も
そ
れ
は
同
感
で
あ
る
。
け
れ

ど
も
、
ソ
連
や
中
共
は
社
会
が
整
頓
し
て
進
歩
が
あ
る

が
、
日
本
は
無
い
と
い
う
事
は
、
一
応
考
え
て
見
る
必

要
が
あ
る
。
私
の
考
え
で
は
、
ソ
連
や
中
共
の
人
民
は

非
常
に
教
育
程
度
が
低
い
。
こ
れ
は
誰
で
も
認
め
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。 

 

私
の
い
う
第
一
、
第
二
の
人
格
的
自
由
と
い
う
も
の

の
程
度
も
ま
た
非
常
に
低
い
と
思
う
。
そ
れ
で
は
法
律

上
の
自
由
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ソ
連
、
中
共
の
人
民
は

ほ
と
ん
ど
法
律
上
の
自
由
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
っ

て
い
い
く
ら
い
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
人
格
的
自

由
と
い
う
も
の
も
非
常
に
低
い
け
れ
ど
も
、
法
律
上
の

自
由
も
非
常
に
範
囲
が
狭
い
。
よ
う
す
る
に
両
者
が
釣

り
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
云
え
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
為
政
者
は
ど
う
い
う
こ
と
で
も
自
由
に
や

れ
る
。
こ
こ
に
独
裁
政
治
の
長
所
を
持
っ
て
い
る
と
云

え
る
。
私
は
最
近
の
ソ
連
の
科
学
の
発
達
等
も
そ
の
独

裁
政
治
の
一
面
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
も
戦
争
中
に
は
ほ
と
ん
ど
大

統
領
の
独
裁
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
原
子
力
の
発
展
に
寄

与
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
独
裁
政
治
は
よ
い

と
い
う
の
で
な
い
。
独
裁
政
治
は
非
常
な
危
険
を
蔵
し

て
い
る
。
し
か
し
、
ソ
連
で
社
会
が
整
頓
し
て
い
る
と

い
う
の
は
、
人
民
の
ほ
と
ん
ど
が
政
治
的
自
由
を
も
た

な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
う
。
よ
う
す
る
に
人
格
的
自

由
と
政
治
的
自
由
が
バ
ラ
ン
ス
し
て
い
る
と
こ
ろ
に

あ
る
と
思
う
。
日
本
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
教
育
が
進

ん
で
い
る
か
ら
人
格
的
自
由
と
い
う
の
は
非
常
に
高

い
け
れ
ど
も
、
法
律
的
自
由
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
無

際
限
と
い
っ
て
も
よ
い
。
日
本
を
苦
し
め
て
い
る
も
の

は
、
人
格
的
自
由
と
法
律
的
自
由
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で

あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

へ
ー
ゲ
ル
の
有
名
な
言
葉
に
「
歴
史
の
進
歩
は
自
由

の
意
識
の
進
歩
だ
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ほ
ん
と
う
の

人
格
的
自
由
は
、
自
分
で
決
断
し
、
自
分
の
我
儘
を
自

分
で
お
さ
え
て
ゆ
く
意
味
で
の
自
由
で
あ
り
、
そ
れ
が

高
け
れ
ば
高
い
程
、
社
会
は
進
歩
す
る
の
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
自
由
と
法

律
上
の
自
由
と
い
う
も
の
が
バ
ラ
ン
ス
し
て
い
な
い

と
こ
ろ
に
日
本
の
悩
み
が
あ
る
と
思
う
。
た
だ
、
石
川

氏
が
制
限
し
ろ
と
い
う
自
由
は
、
法
律
上
の
自
由
で
あ

っ
て
人
格
的
自
由
で
は
な
い
と
い
う
ふ
う
に
解
す
れ

ば
、
何
に
も
む
ず
か
し
い
問
題
で
は
な
い
、
極
め
て
簡

単
な
問
題
だ
と
思
え
る
の
で
あ
る
。 

 

自
由
と
い
う
も
の
を
考
え
て
ゆ
く
と
、
人
間
は
単
に

境
遇
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
の
で
な
く
、
境
遇
を
自
分
で

作
っ
て
ゆ
く
力
を
人
間
が
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
自
由

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
す
る
こ
と
が
善
い
と

か
悪
い
と
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
人
間
の
す
る
こ

と
が
総
て
自
然
現
象
で
あ
る
な
れ
ば
、
善
い
こ
と
や
悪

い
こ
と
は
な
い
。
人
間
が
す
る
こ
と
に
善
い
と
か
、
悪

い
こ
と
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
自
由
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
善
い
こ
と
か
悪
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

い
い
か
え
る
と
道
徳
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

道
徳
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
先
ず
一
般
に
道
徳
が

変
る
と
い
う
こ
と
が
云
わ
れ
て
い
る
が
、
は
た
し
て
道

徳
が
変
る
か
と
い
え
ば
、
変
ら
な
い
と
こ
ろ
と
変
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。
で
は
変
る
と
こ
ろ
は
ど
こ
か
と
い
え
ば
、

今
迄
自
覚
さ
れ
な
い
こ
と
が
新
し
く
自
覚
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
戦
争
前
迄
は
、
働
く
と

い
う
こ
と
は
い
や
し
い
こ
と
の
様
に
思
っ
て
い
た
け

れ
ど
も
、
戦
後
は
働
く
と
い
う
こ
と
が
良
い
こ
と
だ
、

正
し
く
働
き
、
正
し
く
生
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
人
間

の
本
当
の
生
き
か
た
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、

道
徳
が
変
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
或
い
は
、
今
迄
自

覚
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
そ
れ
を
特
に
前
面
に
押
出

す
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
自
由
と
い
う
こ
と

は
ギ
リ
シ
ャ
の
昔
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
近
世
に
な
っ
て
自
由
と
い
う
こ
と
が
強
く

い
わ
れ
、
特
に
戦
後
の
日
本
に
於
い
て
強
く
前
面
に
押

出
さ
れ
た
。
こ
う
い
う
の
も
道
徳
が
変
っ
た
と
い
っ
て

い
い
と
思
わ
れ
る
。 

 

道
徳
が
変
る
と
い
う
こ
と
で
一
番
大
切
な
こ
と
は
、

そ
の
本
質
は
変
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
道
徳
の
在
り

方
が
変
り
、
そ
の
作
用
が
変
り
、
実
現
の
仕
方
が
変
る

の
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
道
徳
と
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の

か
。
道
徳
と
は
、
社
会
を
成
立
さ
せ
る
為
に
吾
々
が
し

た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
思
う
の

で
あ
る
。 

 5



 和 敬 塾 五 十 年 の 歩 み と こ れ か ら  

 

法
と
い
う
と
、
法
律
だ
け
が
法
の
よ
う
に
考
え
ま
す

が
、
礼
儀
も
法
で
あ
る
し
、
会
社
の
規
約
も
法
で
あ
る

し
、
こ
の
寮
の
規
則
も
法
で
あ
る
。
も
っ
と
さ
か
の
ぼ

る
と
、
東
洋
で
は
道
と
か
、
西
洋
で
い
う
な
ら
神
の
意

志
と
い
う
も
の
も
法
で
あ
る
と
思
う
。
道
徳
も
一
つ
の

法
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

倫
理
の
「
倫
」
と
は
「
と
も
が
ら
」
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、「
理
」
と
は
「
筋
道
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

即
ち
「
と
も
が
ら
の
筋
道
」
が
道
徳
で
あ
る
。
社
会
を

成
り
立
た
せ
る
と
こ
ろ
の
筋
道
が
道
徳
で
あ
る
。
諸
君

の
な
さ
っ
て
い
る
寮
生
活
も
一
つ
の
社
会
で
す
が
、
寮

生
活
を
す
る
為
に
は
、
み
ん
な
が
お
互
い
に
信
頼
し
合

う
、
互
い
に
正
直
で
あ
る
、
み
ん
な
が
勤
勉
で
あ
る
と

か
、
約
束
は
守
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
寮
生
活
と

い
う
も
の
が
成
り
立
た
な
い
と
思
う
。
そ
う
い
う
も
の

を
成
り
立
た
せ
る
筋
道
が
道
徳
で
あ
る
。
そ
う
い
う
道

徳
が
無
闇
に
変
っ
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
は
な
い
の

で
あ
る
。
人
間
存
在
の
理
法
で
あ
っ
て
、
ま
た
事
実
変

っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
在
り
方
が
変
っ
て
来
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
も
う
一
歩
進
ん
で
考
え
て
み
る
と
、
そ
の

在
り
方
と
い
う
の
は
時
代
と
か
国
と
い
う
だ
け
で
は

な
く
、
一
つ
一
つ
の
場
合
違
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ

い
。
実
在
は
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
が
い
っ
た
よ
う
に
万

物
流
転
で
あ
っ
て
、
た
え
ず
内
容
が
変
っ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
親
切
と
い
え
ば
い
つ
で
も
人
に
「
イ
エ
ス
」

と
云
っ
た
方
が
親
切
と
限
ら
な
い
。
或
る
時
は
「
ノ
ー
」

と
云
っ
た
方
が
親
切
で
あ
る
。
又
、
勇
気
と
い
う
の
は
、

い
つ
で
も
強
く
出
る
の
が
勇
気
と
限
ら
な
い
、
或
る
時

は
隠
忍
し
た
方
が
勇
気
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
そ
の
時

そ
の
時
に
よ
っ
て
吾
々
の
す
る
こ
と
と
い
う
の
は
、
違

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
来
ま
す
と
、
そ
れ
で
は
何
が

人
間
の
標
準
と
い
う
の
か
と
云
う
と
、
昔
か
ら
「
中
」

と
い
う
こ
と
が
云
わ
れ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
で
も
中
庸
と
云

い
、
東
洋
で
も
中
庸
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、
ケ
チ
と
云
う
の
も
い
け
な
い
。
ま
た
、
放
漫
と
い

う
の
も
い
け
な
い
。
ケ
チ
と
放
漫
の
中
に
位
す
る
寛
容

と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
或
い
は
臆
病
は
い
け

な
い
。
し
か
し
、
粗
暴
も
い
け
な
い
。
そ
の
中
に
当
る

勇
気
が
い
る
の
で
あ
る
。「
中
」
と
い
う
こ
と
が
よ
い

の
だ
と
東
西
共
に
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
何
が

中
だ
と
い
う
こ
と
を
決
め
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
。
そ

こ
で
若
い
諸
君
に
次
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
だ
き
た

い
。 

 

人
間
は
始
め
か
ら
善
意
を
も
た
な
け
れ
ば
問
題
に

な
ら
な
い
。
善
意
と
い
う
も
の
は
人
間
に
欠
く
べ
か
ら

ざ
る
条
件
で
あ
る
。
善
意
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い

か
と
云
う
と
、
善
意
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
も
し
私
達

が
善
意
を
も
っ
て
考
え
さ
え
す
れ
ば
必
ず
そ
の
考
え

が
適
当
す
る
と
す
れ
ば
、
人
生
は
実
に
楽
だ
と
思
う
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
自
分
が
ど
ん
な
に
善
意
を
も
っ
て

考
え
て
も
、
自
分
の
す
る
こ
と
が
的
中
す
る
と
は
限
ら

な
い
。
油
断
を
す
れ
ば
い
つ
で
も
間
違
う
危
険
に
さ
ら

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
人
生
で
あ
る
。
人
間
は
考
え
る

存
在
者
で
、
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
人
間
の
偉
大
さ
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
考
え
た
こ
と
が
的
中
す
る
と
は
限
ら

な
い
。
吾
々
は
い
つ
も
自
分
が
良
い
と
思
っ
て
も
、
良

く
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
と
い
う
謙
遜
な
気
持
を
も

っ
て
い
る
べ
き
だ
と
思
う
。 

 

こ
と
に
今
日
は
非
常
に
知
識
が
専
門
化
し
て
、
判
断

が
む
ず
か
し
く
な
っ
て
来
て
い
る
。
人
の
運
命
に
関
し

た
り
、
或
い
は
、
国
の
大
事
で
あ
っ
た
り
す
る
よ
う
な

事
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
判
断
が
非
常

に
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
の
よ
く
わ
か
ら

な
い
こ
と
を
判
断
す
る
こ
と
く
ら
い
、
非
学
問
的
な
こ

と
は
な
い
。 

 

道
徳
が
、
法
律
と
違
っ
て
非
常
に
大
切
に
し
て
い
る

こ
と
は
、
ど
う
い
う
動
機
か
ら
や
る
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
法
律
で
あ
る
と
情
状
酌
量
と
い
う
時
に
は
動
機

と
い
う
こ
と
が
関
係
す
る
が
、
一
般
に
は
、
法
に
合
っ

て
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
道
徳
は
ど
う
い
う

動
機
か
ら
や
る
か
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
な
為

に
、
動
機
さ
え
よ
け
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
考
え
が

起
り
や
す
い
。
自
分
は
よ
い
つ
も
り
で
や
っ
て
も
間
違

う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。 

 

今
日
、
こ
と
に
学
校
で
は
社
会
科
と
い
う
こ
と
を
い

っ
て
、
そ
し
て
子
供
の
注
意
を
み
な
社
会
に
向
け
て
し

ま
っ
て
い
る
。
子
供
が
社
会
の
欠
点
を
い
ろ
い
ろ
批
判

す
る
と
、
批
判
的
精
神
と
い
っ
て
喜
ん
で
い
る
先
生
も

い
る
。
と
こ
ろ
が
批
判
と
い
う
の
は
、
い
つ
で
も
自
分
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が
よ
く
理
解
す
る
事
で
な
く
て
は
批
判
は
出
来
な
い
。

経
済
学
を
知
ら
な
い
者
が
経
済
学
を
批
判
す
る
こ
と

は
出
来
な
い
。 

批
判
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
「
書
物
を

批
判
す
る
と
か
、
シ
ス
テ
ム
を
批
判
す
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
し
て
、
自
分
の
認
識
能
力
を
批
判
す
る
。
即

ち
、
お
の
れ
自
身
を
知
れ
と
云
う
こ
と
が
批
判
と
い
う

こ
と
の
一
番
根
本
だ
」
と
云
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

今
の
世
間
で
は
、
自
分
が
一
体
そ
れ
を
批
判
す
る
力
を

も
っ
て
い
る
か
と
い
う
反
省
は
、
一
つ
も
な
い
。
教
育

の
こ
と
を
何
に
も
知
ら
な
い
人
が
、
教
育
の
批
判
を
す

る
。
そ
う
い
っ
た
事
は
批
判
的
精
神
に
非
常
に
反
し
て

い
る
。
批
判
的
精
神
と
か
学
問
的
精
神
と
い
う
の
は
、

先
ず
そ
の
こ
と
が
ら
を
理
解
し
、
そ
の
上
で
、
理
解
し

た
こ
と
を
判
断
す
る
。
断
定
と
い
う
こ
と
に
出
来
る
だ

け
慎
重
だ
と
い
う
こ
と
を
、
批
判
的
精
神
と
い
う
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
私
共
に
重
要
な
こ
と
は
、
知
識
を
磨
く

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
徳
と
い
う
と
、
善
意
志
と
い

う
こ
と
を
も
っ
ぱ
ら
人
は
重
ん
ず
る
が
、
善
意
志
も
勿

論
大
切
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
知
識
を
磨
く
と
い
う
こ
と

が
非
常
に
大
切
で
あ
る
。 

 

昔
か
ら
東
洋
で
は
、
智
、
仁
、
勇
と
云
っ
た
り
、
ギ

リ
シ
ャ
で
は
智
、
勇
、
節
制
、
正
義
を
徳
と
い
っ
て
い

る
が
、
智
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
切
で
あ
る
と
い
っ

て
い
る
。
判
断
が
間
違
え
な
く
な
る
こ
と
や
、
善
意
志

と
い
う
の
は
勿
論
大
切
で
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
駄
目
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
智
性
を
開
発
す
る
と
い
う
こ

と
が
ま
た
、
道
徳
生
活
に
と
っ
て
非
常
に
大
切
だ
と
い

う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

昨
今
、
道
徳
教
育
と
い
う
こ
と
が
や
か
ま
し
く
い
わ

れ
て
い
る
が
、
一
方
に
於
い
て
私
達
は
善
意
志
を
中
心

に
し
て
、
所
謂
、
徳
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ

る
が
、
同
時
に
智
を
身
に
付
け
る
こ
と
も
非
常
に
大
切

で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

道
徳
教
育
に
は
二
つ
の
面
が
あ
る
。
一
つ
は
、
善
意

志
を
中
心
と
し
て
、
自
分
と
い
う
も
の
を
反
省
し
て
自

分
の
心
を
正
し
く
す
る
面
で
あ
る
。
昔
の
修
身
と
い
う

の
は
そ
う
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
、
一
方

で
は
知
識
を
磨
い
て
思
慮
を
養
う
と
い
う
二
つ
の
面

を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
う
。
我
々
は
自
分
が
主
観
的
に
善
し
と
判
断

す
れ
ば
、
い
つ
で
も
善
い
と
い
う
の
で
は
な
く
し
て
、

主
観
的
に
善
し
と
す
る
判
断
が
客
観
性
を
も
つ
よ
う

に
な
る
。
そ
れ
が
教
養
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
を

一
番
向
上
さ
せ
教
養
す
る
こ
と
は
、
吾
々
の
精
神
の
集

中
努
力
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
で
知
識

を
、
体
験
と
い
う
も
の
に
も
た
ら
す
こ
と
が
出
来
る
。

人
間
を
一
番
堕
落
さ
せ
る
こ
と
は
、
イ
ー
ジ
ー
・
ゴ
ー

イ
ン
グ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
今
の
日
本
を
苦

し
め
て
い
る
一
つ
の
事
は
、
よ
く
知
ら
な
い
こ
と
を
勝

手
に
判
断
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
思
う
わ

け
で
あ
る
。 

  

以
上
、
私
は
個
人
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
如
何
に
生

く
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
考
え
て
き
た
が
、
吾
々
は
、

た
だ
個
人
で
は
な
く
し
て
国
民
な
の
で
あ
る
か
ら
、
国

民
と
し
て
今
日
に
生
き
る
倫
理
は
ど
う
い
う
こ
と
か

と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
即
ち
、
個
人
と
国
家
と
い
う
問
題
に
な
っ

て
く
る
の
で
あ
る
が
、
個
人
と
国
家
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
、
戦
前
か
ら
戦
争
中
に
か
け
て
は
、
個
人
と
い
う

も
の
は
国
家
に
デ
ペ
ン
ド
し
た
存
在
で
、
そ
れ
自
身
独

立
の
存
在
で
な
い
故
に
、
個
人
と
い
う
の
は
た
だ
国
の

方
便
に
な
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
全
体
主
義
と
い

う
も
の
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
個
人
を
粗
末

に
し
て
国
が
栄
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

は
敗
戦
が
証
明
し
て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
戦
後
に
な
る
と
、
今
度
は
逆
で
個
人
さ

え
幸
福
な
ら
ば
国
な
ぞ
は
ど
う
で
も
よ
い
と
い
う
考

え
が
強
く
な
っ
て
来
て
い
る
が
、
個
人
を
粗
末
に
す
る

考
え
が
間
違
っ
て
い
る
よ
う
に
、
国
家
を
粗
末
に
す
る

考
え
も
間
違
っ
て
い
る
。 

 

国
が
独
立
自
由
を
な
く
し
て
、
一
方
、
個
人
は
幸
福

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
こ
れ
は
残
念
な

こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
民
族
や
国
家
の
違
い
と
云
う

こ
と
は
実
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
て
、
自
分
の
国

が
他
国
に
征
服
さ
れ
て
支
配
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
国
民
の
幸
福
は
と
う
て
い

あ
り
得
な
い
と
思
う
。
国
は
国
民
を
大
切
に
し
、
国
民

は
国
を
愛
す
る
と
い
う
の
が
、
国
家
と
個
人
の
倫
理
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
愛
国
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な
ど
と
云
う
と
非
常
に
古
め
か
し
い
こ
と
の
よ
う
に

思
う
け
れ
ど
も
そ
う
で
は
な
い
。
一
体
、
愛
国
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
よ
く
世
間
で
は
国
が
自
分

に
良
く
し
て
く
れ
れ
ば
、
こ
の
国
を
愛
す
る
値
打
が
あ

る
か
ら
愛
国
だ
と
い
う
。
こ
う
い
う
愛
国
論
を
分
析
す

る
と
、
愛
国
と
い
う
の
は
、
よ
う
す
る
に
利
害
関
係
で

あ
る
。
は
た
し
て
愛
国
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と

で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
愛
国
と
は
決
し
て
利
害
の
関

係
で
は
な
い
と
思
う
。
奄
美
大
島
の
人
が
日
本
に
復
帰

し
た
と
い
っ
て
非
常
に
喜
ん
だ
が
、
こ
れ
は
暮
し
が
よ

く
な
る
と
い
っ
て
喜
ん
だ
の
で
は
断
じ
て
な
い
。
吾
々

が
祖
先
こ
の
か
た
、
お
よ
そ
二
千
年
、
こ
の
太
平
洋
の

同
じ
島
に
住
ん
で
同
じ
日
本
語
を
話
し
て
、
同
じ
皇
室

を
戴
い
て
そ
し
て
同
じ
運
命
を
し
の
い
で
き
た
運
命

協
同
体
が
、
日
本
国
で
あ
る
。
そ
し
て
、
運
命
協
同
体

の
精
神
的
な
空
気
を
吸
っ
て
、
私
共
は
生
れ
て
き
た
、

こ
の
日
本
国
と
い
う
運
命
協
同
体
は
吾
々
に
と
っ
て

は
存
在
の
母
体
だ
と
い
っ
て
い
い
の
で
あ
る
。
血
液
の

一
滴
に
も
祖
先
の
血
を
感
ず
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
日

本
国
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
、
自
分

達
が
愛
情
を
も
つ
の
は
当
然
の
話
で
あ
る
と
思
う
。
父

母
に
対
す
る
よ
う
な
自
然
な
愛
情
を
国
に
対
し
て
も

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
値
打
が
あ
る
か
ら
愛
す
る
と
い

う
け
れ
ど
も
、
値
打
が
な
け
れ
ば
愛
さ
な
い
と
い
う
の

は
他
人
の
国
の
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
。
或
い
は
文
化
財

の
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。 

 

学
問
と
か
芸
術
と
い
う
も
の
は
、
値
打
が
な
け
れ
ば

愛
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
が
、
自
分
の
国
な
の
で
あ
る
、

自
分
達
が
そ
の
一
員
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
対
象

的
な
も
の
で
な
く
し
て
、
主
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
国
が
値
打
が
な
い
な
ら
、
値
打
の
あ
る
よ
う
に
す

る
と
い
う
の
が
愛
国
と
思
う
。 

 

そ
れ
で
は
、
国
を
良
く
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い

か
、
そ
れ
に
は
自
分
を
良
く
す
る
に
あ
る
。
自
分
を
良

く
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
自
分
の
在
り
方
に

忠
実
だ
と
い
う
こ
と
だ
と
、
私
は
思
っ
て
い
る
。
学
生

は
学
生
の
在
り
方
で
、
和
敬
塾
の
塾
生
は
、
塾
生
の
在

り
方
に
忠
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
そ
の
在

り
方
に
忠
実
と
い
う
こ
と
が
自
分
を
良
く
す
る
。
そ
れ

が
家
を
良
く
し
国
を
良
く
し
、
世
界
を
良
く
す
る
の
だ

と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
愛
国
と
い
う
と
自
分
の
生
活

と
何
か
遠
い
こ
と
の
よ
う
に
考
え
る
が
、
非
常
に
間
違

っ
て
い
る
。 

 
吾
々
が
日
常
生
活
に
忠
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

愛
国
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
愛
国
と
い
う
こ
と
に
続
い

て
、
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
天
皇
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。 

 

天
皇
と
は
一
体
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
か
。
私
は
、
憲

法
第
一
条
通
り
に
考
え
て
い
る
。
第
一
条
に
「
天
皇
は

日
本
国
の
象
徴
で
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
だ
」
と
あ
る
。

象
徴
と
は
ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
哲
学
の
概
念
で
、
例
え
ば
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
は
現
代
科
学
の
進
歩
を
象
徴
し
て

い
る
。
現
代
科
学
の
進
歩
と
い
う
こ
と
は
頭
で
考
え
る

こ
と
で
、
理
念
的
な
こ
と
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
と
い
う
も
の
は
眼
で
見
た

り
手
で
つ
か
む
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
が
象
徴
な
の
で

あ
る
。
象
徴
と
い
う
と
な
に
か
頭
で
考
え
た
こ
と
の
よ

う
に
思
う
か
ら
、
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
象
徴
と
い

う
の
は
手
で
つ
か
め
る
も
の
で
あ
る
。
眼
で
見
え
る
も

の
で
あ
る
。 

言
語
を
考
え
て
み
る
と
、
思
想
と
い
う
も
の
は
頭
で

考
え
る
も
の
で
あ
り
、
言
語
は
話
せ
ば
聞
え
る
し
、
文

字
に
書
け
ば
見
え
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
感
覚
的
な
も

の
で
あ
る
。
言
語
は
思
想
の
象
徴
で
あ
る
。
吾
々
は
思

想
を
日
本
語
と
い
う
言
語
で
象
徴
し
て
い
る
。
そ
の
よ

う
に
考
え
て
、
こ
れ
を
定
義
的
に
云
え
ば
「
理
念
的
な

も
の
を
感
覚
的
な
も
の
が
現
し
て
い
る
時
に
、
そ
の
感

覚
的
な
も
の
を
象
徴
と
い
う
」。 

 

と
こ
ろ
で
、「
天
皇
」
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
る

と
「
天
皇
」
は
日
本
国
の
象
徴
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

み
な
さ
ん
、
日
本
国
と
は
何
で
あ
る
か
。
日
本
国
と
は
、

国
土
が
日
本
国
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
で
は
足
り
な
い

の
で
あ
る
。
国
土
と
い
う
の
は
非
常
に
重
要
な
要
素
で

あ
る
が
、
歴
史
も
伝
統
も
な
い
、
む
き
出
し
の
国
土
が

日
本
国
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
う
で
な
く
、
先
程
述

べ
た
よ
う
に
、
吾
々
が
同
じ
国
土
に
住
ん
で
い
て
、
そ

し
て
色
々
の
種
族
か
ら
一
つ
の
民
族
を
形
成
し
、
同
じ

日
本
語
を
話
し
、
同
じ
皇
室
を
戴
き
、
同
じ
運
命
を
し

の
い
で
来
た
運
命
協
同
体
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
全
体

的
な
も
の
を
、「
天
皇
」
と
い
う
眼
で
見
え
る
し
、
写

真
に
撮
れ
る
人
が
現
し
て
い
る
か
ら
、「
天
皇
」
が
日
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本
国
の
象
徴
で
あ
り
、
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
だ
と
い

う
の
で
あ
る
が
、
統
合
と
い
う
の
は
、
諸
君
、
ど
こ
に

も
な
い
の
で
あ
る
。 

 

統
合
と
は
、
理
念
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
統
合
を

「
天
皇
」
と
い
う
目
で
見
え
る
人
が
現
し
て
い
る
か
ら
、

日
本
国
民
統
合
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
天
皇
」
を
尊
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
国
を
尊
ぶ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。 

「
天
皇
」
は
象
徴
で
す
か
ら
、
政
治
権
力
は
も
っ
て
お

ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
皆
様
に
考
え
て
戴
き
た
い
の
で

す
。
こ
の
戦
争
を
や
め
た
と
い
う
の
は
＝
天
皇
＝
の
力

で
あ
る
。
＝
天
皇
＝
以
外
に
こ
の
戦
争
を
や
め
る
と
い

う
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
誰
で
も
認
め
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
力
を
＝
天
皇
＝
は
も
っ
て
い
る
。

或
い
は
ま
た
、
マ
ッ
ク
ァ
ー
サ
ー
に
対
し
日
本
国
民
の

た
め
な
ら
自
分
は
ど
う
な
っ
て
も
よ
い
、
あ
な
た
の
思

う
通
り
に
や
り
な
さ
い
と
云
っ
て
、
マ
ッ
ク
ァ
ー
サ
ー

を
人
格
的
に
圧
倒
し
た
と
い
う
、
道
徳
的
な
力
を
も
っ

て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
を
権
威
と
い
う
な
ら
、
天
皇
は
権

力
は
持
っ
て
い
な
い
が
、
権
威
は
持
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
云
え
る
と
思
う
。
そ
の
よ
う
に
＝
天
皇
＝
を
考

え
て
い
け
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。 

 

み
な
さ
ん
、
イ
ギ
リ
ス
の
大
宰
相
チ
ャ
ー
チ
ル
が
、

か
よ
わ
い
女
王
に
対
し
て
、
ど
ん
な
に
丁
寧
な
態
度
を

と
っ
て
い
る
か
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
国
民
が
ど
ん
な

に
そ
れ
を
よ
し
と
し
て
い
る
か
、
私
の
聞
い
た
話
し
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
は
生
活
が
と
て
も

ひ
ど
か
っ
た
。
そ
の
時
に
国
民
は
、
自
分
達
は
し
か
た

が
な
い
が
、
女
王
だ
け
は
総
て
平
常
と
同
じ
に
し
て
も

ら
い
た
い
と
熱
望
し
た
と
云
う
。
そ
う
い
う
気
持
が
イ

ギ
リ
ス
を
依
然
と
し
て
世
界
で
有
力
な
国
に
し
て
い

る
と
思
う
。 

 

日
本
は
天
皇
が
象
徴
で
、
そ
し
て
総
理
大
臣
が
国
会

の
指
名
に
依
っ
て
選
ば
れ
、
全
責
任
を
負
っ
て
政
治
を

す
る
と
い
う
形
が
一
番
良
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

さ
て
、
一
体
、
何
の
た
め
に
民
族
と
か
国
家
と
か
い

う
も
の
が
あ
る
の
か
。
民
族
と
か
国
家
と
い
う
も
の
は
、

優
れ
た
文
化
を
作
る
た
め
に
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ャ
の
国
が
ど
う
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
ギ
リ
シ
ャ

文
化
は
人
類
の
宝
で
あ
る
。 

 

二
十
世
紀
の
時
代
は
、
一
体
何
を
な
す
べ
き
か
、
何

を
人
類
に
残
す
べ
き
か
。
そ
れ
は
、
優
れ
た
文
化
を
の

こ
す
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
優
れ
た
文
化
と
い
う
の

は
、
世
界
を
一
つ
に
し
て
、
国
語
を
一
つ
に
し
た
文
化

で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
、
め
い
め
い
の
国
語
を
も

っ
て
文
化
を
発
達
さ
せ
る
、
即
ち
、
個
性
を
発
揮
す
る

と
い
う
こ
と
が
世
界
文
化
を
豊
か
に
す
る
こ
と
で
あ

る
。 

 

最
近
日
本
に
こ
ら
れ
た
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル

氏
が
「
単
一
の
国
語
で
は
詩
が
書
け
な
い
。
単
一
の
文

化
と
い
う
も
の
は
内
容
が
貧
弱
だ
」
と
い
わ
れ
た
。
私

と
同
じ
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
非
常

に
心
強
く
思
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
二
十
世
紀
は
、
各
国

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
を
作
り
、
そ
れ
を
総
合
し
て
大

き
な
文
化
を
作
る
こ
と
が
、
人
類
の
残
す
べ
き
最
大
の

も
の
で
あ
る
と
思
う
。
た
だ
し
、
警
察
と
か
運
輸
と
か

に
つ
い
て
は
、
世
界
は
一
つ
に
な
っ
た
方
が
よ
い
の
で

あ
る
。 

 

個
性
と
い
う
の
は
、
い
つ
で
も
普
遍
性
を
も
っ
て
い

る
も
の
だ
と
云
え
る
。
個
性
と
普
遍
性
と
が
矛
盾
す
る

と
い
っ
た
よ
う
な
考
え
方
ほ
ど
、
間
違
っ
た
考
え
は
な

い
。
ほ
ん
と
う
の
意
味
の
日
本
的
と
い
う
こ
と
は
、
同

時
に
、
世
界
的
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

例
え
ば
、
日
本
の
雪
舟
の
絵
と
い
う
も
の
は
、
中
国

の
絵
と
さ
え
違
う
個
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
そ

の
絵
が
日
本
し
か
通
用
し
な
い
か
と
云
え
ば
、
世
界
中

が
雪
舟
の
絵
を
ア
プ
リ
シ
エ
ー
ト
し
て
い
る
。
そ
う
い

う
よ
う
に
個
性
的
と
い
う
の
が
世
界
性
を
も
っ
て
い

る
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
何
が
日
本
の
個
性
で
あ
る
か
と
い
う
と
、

日
本
の
国
柄
を
し
て
成
り
立
た
せ
る
一
つ
の
も
の
は
、

皇
室
で
あ
る
。「
天
皇
」
と
い
う
の
は
、
日
本
の
国
柄

で
あ
る
。
或
い
は
日
本
の
言
葉
で
あ
る
。
吾
々
は
思
想

を
象
徴
す
る
の
に
日
本
語
で
象
徴
す
る
よ
う
に
、
国
を

象
徴
す
る
の
に
「
天
皇
」
で
象
徴
し
て
い
る
。
そ
う
い

う
個
性
的
な
日
本
が
、
世
界
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。 

 

日
本
で
最
も
世
界
性
を
持
っ
た
人
物
は
ど
う
い
う

人
物
で
あ
る
か
。
例
え
ば
内
村
鑑
三
は
非
常
な
愛
国
者

で
あ
る
。
内
村
先
生
が
熱
血
を
注
い
だ
「
聖
書
の
研
究
」

と
い
う
雑
誌
の
モ
ッ
ト
ー
は
キ
リ
ス
ト
の
為
、
国
の
為
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
界
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

国
の
為
、
日
本
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
福
沢

諭
吉
で
も
、
西
田
幾
多
郎
で
も
、
夏
目
漱
石
で
も
、
長

岡
半
太
郎
で
も
、
世
界
性
を
持
っ
た
思
想
家
は
非
常
に

日
本
的
人
物
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
最
後
で
す
が
、
今
の
日
本
と
い
う
も
の
に
対

し
て
み
な
さ
ん
の
な
か
に
は
、
こ
ん
な
四
等
国
と
か
五

等
国
で
は
駄
目
だ
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
の
人
は
な

い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
世
間
に
は
大
分
あ
る
と
思
う

の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
一
体
、
五
等
国
と
か
六
等

国
と
い
う
け
れ
ど
も
国
の
値
打
は
何
が
値
打
で
あ
る

か
。
国
の
値
打
と
い
う
の
は
、
領
土
の
広
さ
で
は
な
い

と
思
う
。
領
土
の
広
さ
は
望
ま
し
い
け
れ
ど
も
、
国
の

値
打
は
、
私
は
徳
性
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
第
二
に
は

文
化
を
作
る
力
、
文
化
の
創
造
力
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
日
本
人
は
、
道
徳
性
と
い
う
こ
と
に
お
い
て

世
界
の
ど
こ
に
も
劣
る
こ
と
は
な
い
。
こ
と
に
道
徳
性

と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
を
鍛
錬
す
れ
ば
高
ま
る
し
、
放

置
す
れ
ば
堕
落
す
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
か

ら
、
み
ん
な
が
自
分
を
良
く
す
る
と
い
う
道
徳
的
な
努

力
を
す
れ
ば
、
日
本
人
が
他
の
外
国
人
に
劣
る
と
い
う

こ
と
は
な
い
。
文
化
の
創
造
力
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
最

近
ペ
ン
ク
ラ
ブ
で
も
っ
て
ド
イ
ツ
か
ら
来
た
人
達
と

い
ろ
い
ろ
話
し
あ
い
を
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
、

実
に
口
を
そ
ろ
え
て
日
本
を
褒
め
て
い
る
。
京
都
と
か

奈
良
に
あ
る
建
築
物
や
彫
刻
、
絵
画
に
対
し
、
非
常
な

礼
讃
の
仕
方
で
あ
る
。 

ま
た
、
考
え
て
見
れ
ば
、
日
本
人
は
仏
教
を
取
り
入

れ
れ
ば
、
日
本
仏
教
と
い
う
あ
の
雄
大
な
世
界
観
を
作

っ
て
い
ま
す
。
道
元
と
か
親
鸞
と
か
日
蓮
と
か
法
然
と

か
と
い
う
人
は
、
世
界
第
一
流
の
宗
教
家
で
あ
る
。 

 

儒
教
を
支
那
か
ら
取
り
入
れ
れ
ば
、
日
本
的
に
こ
れ

を
消
化
し
て
、
日
本
人
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
た
と
い

う
よ
う
な
こ
と
で
も
、
或
い
は
最
近
の
自
然
科
学
の
発

達
で
も
、
日
本
人
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は
素
晴
し
い
も

の
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

万
葉
の
詩
人
で
あ
ろ
う
と
、
雪
舟
で
あ
ろ
う
と
、
み

ん
な
吾
々
と
同
じ
日
本
人
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
私
は

な
に
も
戦
争
に
負
け
た
か
ら
と
い
っ
て
、
勇
気
を
な
く

す
こ
と
は
よ
く
な
い
。
勿
論
、
高
慢
と
い
う
の
は
よ
く

な
い
が
、
日
本
民
族
と
い
う
の
は
こ
れ
だ
け
優
秀
な
文

化
創
造
の
力
を
持
っ
て
い
る
の
に
、
ま
る
で
持
た
な
い

か
の
よ
う
に
思
っ
て
卑
屈
に
な
る
の
は
よ
く
な
い
。
持

っ
て
い
る
も
の
は
持
っ
て
い
る
。
持
た
な
い
も
の
は
持

た
な
い
。
そ
れ
が
プ
ラ
イ
ド
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
ど

う
か
若
い
諸
君
に
そ
う
い
う
民
族
と
し
て
の
プ
ラ
イ

ド
を
も
っ
て
生
き
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 

そ
れ
か
ら
、
今
の
時
代
は
道
徳
的
に
頽
廃
し
た
と
い

っ
て
非
常
に
悪
い
よ
う
に
い
う
人
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

し
か
し
、
今
の
時
代
は
明
治
時
代
よ
り
ず
っ
と
良
い
と

思
う
。
私
は
明
治
十
七
年
に
生
れ
て
明
治
時
代
は
好
き

で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
今
の
方
が
ど
れ
ほ
ど
進
ん
で

い
る
か
。
第
一
に
勤
労
を
尊
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
正
し

く
働
い
て
、
正
し
く
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
ほ
ん
と
う

の
人
間
の
在
り
方
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
二
に
、

女
性
の
解
放
で
あ
る
。
第
三
に
、
人
権
の
尊
重
で
あ
る
。

こ
う
い
う
こ
と
は
明
治
時
代
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
。

個
人
の
尊
重
を
最
も
強
く
唱
え
た
哲
学
者
は
カ
ン
ト

で
あ
る
。 

 

カ
ン
ト
は
「
人
間
と
物
と
は
違
う
。
物
に
は
価
格
が

あ
る
け
れ
ど
も
、
人
間
に
は
価
格
と
い
う
も
の
は
な
い
。

人
間
は
人
格
と
し
て
の
品
位
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら

し
て
、
人
物
を
物
と
同
じ
に
扱
っ
て
は
い
け
な
い
」。

そ
う
い
う
よ
う
に
、
す
べ
て
人
格
と
し
て
扱
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。「
人
間
を
た
だ
の
手
段
と
し
て
は
い
け
な
い
」

と
カ
ン
ト
は
云
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

同
じ
く
カ
ン
ト
は
「
人
間
に
は
尊
敬
と
い
う
感
情
が

あ
る
。
こ
れ
は
対
象
が
人
間
に
限
ら
れ
て
い
る
。
ど
ん

な
に
景
色
が
美
し
い
と
思
っ
て
も
、
景
色
を
尊
敬
す
る

と
い
う
こ
と
が
な
い
。
動
物
を
ど
ん
な
に
可
愛
が
っ
て

も
動
物
を
尊
敬
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
尊
敬
と
い

う
の
は
人
間
に
限
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
人
間
で
も
総

て
の
人
間
を
尊
敬
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に

非
常
に
辣
腕
な
政
治
家
が
い
た
と
す
る
。
そ
れ
を
人
は

恐
れ
た
り
、
或
い
は
驚
嘆
し
た
り
し
て
も
、
尊
敬
す
る

と
い
う
こ
と
は
な
い
。
尊
敬
と
い
う
こ
と
は
、
い
つ
も

道
徳
性
と
連
な
っ
て
い
る
」
と
云
っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
書
記
を
し
て
い
て
も
、
門
番
を
し
て
い
て
も
、

道
徳
的
な
人
に
対
し
て
は
尊
敬
す
る
と
、
カ
ン
ト
は
云

っ
た
。 

 

私
は
今
日
、
詳
し
く
こ
の
点
を
論
じ
な
か
っ
た
が
、
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道
徳
と
か
倫
理
と
か
と
云
う
も
の
は
も
と
も
と
形
而

上
的
な
根
拠
を
た
ず
ね
る
と
、
東
洋
で
は
道
と
い
い
、

西
洋
で
云
う
な
れ
ば
神
の
意
志
と
か
絶
対
の
価
値
と

か
絶
対
世
界
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
が
自
覚
し

た
も
の
が
道
徳
で
あ
り
、
倫
理
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
倫
理
を
身
に
付
け
て
い
る
も
の
が
徳
だ

と
思
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
私
は
、
道
と
道
徳
と
徳
と

こ
う
い
う
区
別
を
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
が
徳
を
身
に

付
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
道
を
実
現
し
て
い
る
こ

と
で
す
か
ら
、
当
然
そ
こ
に
尊
敬
と
い
う
感
情
が
お
こ

る
の
は
あ
た
り
前
の
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
で
、
道
理
と
か
、
道
と
い
う
こ
と
は
け
っ
し

て
、
ひ
と
り
で
に
行
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

人
間
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。
論
語
に
も

「
人
よ
く
道
を
広
む
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
道
を
広
め

る
の
が
人
間
な
の
で
、
人
生
の
意
義
は
吾
々
が
そ
れ
ぞ

れ
の
持
場
に
お
い
て
道
を
広
め
る
に
あ
る
と
思
う
の

で
あ
る
。
才
能
、
地
位
が
ど
う
あ
ろ
う
と
、
吾
々
の
在

り
方
に
忠
実
と
い
う
こ
と
が
道
を
広
め
る
こ
と
だ
と

思
う
。
自
分
が
生
き
て
い
た
た
め
に
、
社
会
の
た
め
に

な
っ
た
、
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
人
生
が
あ

る
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
、
そ
う
い
う
立
場
で
今
日

に
生
き
て
ゆ
く
。
こ
の
こ
と
は
む
つ
か
し
い
が
、
日
本

の
社
会
に
そ
れ
ぞ
れ
の
持
場
に
忠
実
に
生
き
て
行
こ

う
と
い
う
の
が
、
私
の
今
日
に
生
き
る
倫
理
で
あ
り
ま

す
。 

（
文
責
在
記
者
） 

 

※
当
Ｄ
Ｖ
Ｄ
収
録
の
ご
講
演
録
に
は
、
現
在
で
は
不
適
切
と
思
わ
れ
る
表
現
が

用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
講
演
時
の
時
代
背
景
等
を
尊
重
し
、

当
時
の
ま
ま
と
い
た
し
ま
し
た
。 
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