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㈠ 

は
じ
め
に

坂
口
安
吾
の
「
生
活
」
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
は
多
く
な
い
。
例
え
ば
、
芳

野
昇
「
安
吾
を
読
む
─
生
活
者
の
思
想
─
」（
北
方
文
学
、
昭
四
八
・
八
）、
山
本
明

「
安
吾
の
生
活
重
視
思
想
─
戦
後
体
験
に
お
け
る
太
宰
治
と
の
ち
が
い
」（
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
、
學
燈
社
、
昭
五
四
・
一
二
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
考
は
、

主
に
安
吾
の
「
日
本
文
化
私
観
」（
現
代
文
学
、
昭
一
七
・
二
）
を
読
む
こ
と
で
、

彼
の
「
生
活
」
を
論
じ
て
い
る
。

安
吾
の
「
生
活
」
論
が
特
に
重
視
す
る
の
が
、「
日
本
文
化
私
観
」
中
の

「
伝
統
の
美
だ
の
日
本
本
来
の
姿
な
ど
と
い
う
も
の
よ
り
も
、
よ
り
便
利
な
生

活
が
必
要
」
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
各
論
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の

違
い
が
あ
る
が
、
安
吾
の
「
日
本
文
化
私
観
」
は
、
文
化
重
視
の
ブ
ル
ー
ノ
・

タ
ウ
ト
に
対
す
る
ア
ン
チ
と
し
て
、「
生
活
重
視
の
考
え
が
大
胆
に
う
ち
だ
さ

れ
て
い
る
」
と
い
う
構
図
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
共
通
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
安
吾
の
「
生
活
」
と
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
の
具
体
的
な
内

容
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
安
吾
の
「
生
活
」
論
の
中
で
、
最
も
注
目
す
べ
き
な
の
が
、
西
川

長
夫
の
論
考
で
あ
る
。
西
川
は
、
比
較
文
化
論
の
立
場
か
ら
「
文
明
」
や
「
文

化
」
が
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
装
置
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
。
そ
し
て
、
タ

ウ
ト
と
安
吾
の
日
本
文
化
論
を
比
較
考
察
し
な
が
ら
、
安
吾
の
「
日
本
文
化
私

観
」
に
「
国
境
」
を
超
え
る
可
能
性
を
見
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

西
川
も
ま
た
、
他
の
「
生
活
」
論
と
同
じ
よ
う
に
、
タ
ウ
ト
＝
「
文
化
」、

「
伝
統
」
に
対
し
て
、
安
吾
＝
「
生
活
」
と
い
う
構
図
を
使
っ
て
い
る
。
西
川

に
よ
れ
ば
、
安
吾
が
「
日
本
文
化
論
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
タ
ウ
ト
が
嫌
悪

し
も
っ
と
も
激
し
く
批
判
し
た
日
本
と
日
本
人
像
に
自
分
を
近
づ
け
、
そ
の
地

点
に
身
を
置
い
て
反
撃
を
試
み
る
。
そ
の
際
、
安
吾
が
「
文
化
」
と
「
伝
統
」

に
対
し
て
取
り
あ
げ
た
武
器
は
「
生
活
」
で
あ
っ
た
」。
こ
の
構
図
自
体
は
、

既
成
の
も
の
で
あ
り
ふ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
西
川
は
タ
ウ
ト
の
「
文
化
概
念
」

を
明
ら
か
に
し
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
つ
け
る
こ
と
で
、
安
吾
の
「
生
活
」
を
浮

き
彫
り
に
し
て
い
る
。
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タ
ウ
ト
は
文
化
の
探
究
者
と
し
て
日
本
を
訪
れ
、
そ
こ
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
文
化
に
匹
敵
す
る
き
わ
め
て
独
自
で
あ
る
と
同
時
に
普
遍
性
を
そ
な

え
た
高
度
の
文
化
的
伝
統
を
発
見
し
た
。
だ
が
タ
ウ
ト
の
立
場
は
そ
れ
を

外
か
ら
観
察
し
あ
る
い
は
享
受
す
る
立
場
で
あ
っ
て
、
そ
の
文
化
の
中
で

生
活
し
そ
の
文
化
を
現
に
生
き
て
い
る
者
の
立
場
で
は
な
い
。
タ
ウ
ト
の

そ
う
し
た
立
場
は
し
か
し
な
が
ら
タ
ウ
ト
が
外
国
人
で
あ
る
と
い
う
よ
り

は
、
美
や
文
化
を
国
民
性
の
高
度
な
精
神
的
表
現
と
み
な
し
て
文
化
的
伝

統
や
文
化
遺
産
を
重
視
す
る
タ
ウ
ト
の
文
化
概
念
に
由
来
す
る
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。

坂
口
安
吾
の
主
張
す
る
立
場
は
そ
れ
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

…
（
中
略
）
…
安
吾
の
視
点
は
、
そ
の
社
会
と
文
化
の
な
か
で
現
に
生
活

し
て
い
る
者
の
側
に
置
か
れ
て
い
る
。
…
（
中
略
）
…
わ
れ
わ
れ
は
自
分

の
必
要
に
従
っ
て
今
こ
こ
で
生
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
日
本

文
化
や
日
本
精
神
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。
も
し
文
化
と
い

う
言
葉
を
使
う
と
す
れ
ば
、
文
化
と
は
、
そ
の
現
に
行
わ
れ
て
い
る
生
活

自
体
で
あ
る
。

タ
ウ
ト
は
外
側
か
ら
日
本
文
化
を
眺
め
、
そ
こ
か
ら
抽
象
的
、
普
遍
的
な

「
文
化
」（
＝
「
伝
統
」）
を
発
見
し
た
。
タ
ウ
ト
に
と
っ
て
の
「
文
化
」
と
は
、

「
高
度
な
精
神
的
表
現
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
安
吾
は
日
本
文
化

の
内
側
に
い
て
、
具
体
的
、
個
別
的
な
「
文
化
」（
＝
「
生
活
」）
の
立
場
に
立

つ
。
安
吾
に
と
っ
て
の
「
文
化
」
と
は
、「
現
に
行
わ
れ
て
い
る
生
活
自
体
」

な
の
で
あ
る
。

西
川
の
論
は
、
文
化
論
的
に
タ
ウ
ト
の
「
文
化
概
念
」
を
明
確
に
す
る
こ
と

で
、
こ
れ
ま
で
の
安
吾
の
「
生
活
」
論
に
比
べ
て
、
安
吾
の
「
社
会
と
文
化
の

な
か
で
現
に
生
活
し
て
い
る
者
」
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
て

い
る
。
だ
が
、
西
川
は
、
二
つ
の
「
日
本
文
化
私
観
」
を
あ
く
ま
で
文
化
論
の

位
相
で
読
ん
で
い
る
、
あ
る
い
は
、
タ
ウ
ト
と
安
吾
の
文
化
論
を
比
較
し
論
じ

る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
て
、
安
吾
の
他
の
作
品
を
参
照
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ

れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
西
川
の
論
で
は
、
安
吾
の
「
生
活
」
の
内
容
が
十
分
に

捉
え
き
れ
て
い
な
い
。

安
吾
の
「
生
活
」
に
つ
い
て
、「
文
化
」
／
「
生
活
」
と
い
う
構
図
と
は
違

っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
る
の
が
、
柄
谷
行
人
で
あ
る
。
柄
谷
は
、
安
吾
の

「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
に
注
目
す
る
。

芥
川
が
、
自
分
は
プ
チ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
知
識
人
で
、
農
民
が
生
き
て
い

る
現
実
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
な
ら
、
安
吾
が
こ
の
遺
稿
に

注
目
す
る
は
ず
が
な
い
。
そ
の
農
民
作
家
が
、
も
し
あ
な
た
の
よ
う
な
書

斎
派
の
作
家
に
は
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
と
る
に

も
足
ら
な
い
。
安
吾
は
、「
生
活
」
と
い
う
も
の
を
、
農
民
に
あ
り
知
識

人
に
な
い
と
い
う
よ
う
な
観
点
か
ら
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
生ラ

イ
フ活
」

と
い
う
語
は
、
も
と
も
と
西
欧
語
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
安
吾

に
と
っ
て
「
生ラ

イ
フ

」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。《
生
活
は
個
性
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、
元
来
独
自
な
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
な
生
活
は
あ
り
得
な
い
。

④
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め
い
め
い
が
各
自
の
独
自
な
そ
し
て
誠
実
な
生
活
を
も
と
め
る
こ
と
が
人

生
の
目
的
で
な
く
て
、
他
の
何
物
が
人
生
の
目
的
だ
ろ
う
か
》（『
デ
カ
ダ

ン
文
学
論
』）。

柄
谷
は
、
安
吾
の
「
生
活
」
に
は
、「
西
欧
語
」
の
「
生ラ

イ
フ

」
の
意
味
が
あ
る

と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
す
ぐ
後
に
、
安
吾
の
「
生
活
は
個
性
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
元
来
独
自
な
も
の
」
と
い
う
言
葉
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
お
そ

ら
く
、
西
欧
個
人
主
義
的
な
人
生
観
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
確
か
に
、

安
吾
の
「
生
活
」
に
は
、「
生
」
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
私
は
思
う
。

し
か
し
、
そ
れ
が
「
西
欧
語
」
の
意
味
で
あ
り
、
あ
る
い
は
西
欧
個
人
主
義
的

で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
。
む
し
ろ
、
安
吾
の
「
生
活
」
に
は
、
日・

・

・
本
語
の・

「
生

き
る
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

花
田
俊
典
は
、
西
川
や
柄
谷
ら
の
論
を
踏
ま
え
て
、
安
吾
の
文
化
論
を
一
般

化
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
花
田
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

坂
口
安
吾
が
「
日
本
文
化
私
観
」
で
「
発
見
」
し
た
の
は
、
タ
ウ
ト
の

日
本
文
化
論
に
は
「
人
間
」
が
不
在
で
あ
る
と
か
、「
生
活
」
に
よ
っ
て

い
な
い
と
か
、
自
己
省
察
を
欠
い
て
い
る
と
か
、
他
者
（
現
実
）
性
が
稀

薄
で
あ
る
と
か
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
囲
い
込
み
に
す
ぎ
な
い
と
か
、
こ
ん

な
こ
と
ど
も
で
あ
っ
た
の
な
ら
、
こ
の
程
度
の
こ
と
は
な
に
も
坂
口
安
吾

を
ま
た
ず
と
も
、
す
で
に
同
時
代
に
一
般
的
な
言
説
で
あ
っ
た
。

花
田
は
「
同
時
代
に
一
般
的
な
言
説
」
の
一
例
と
し
て
、
歌
人
で
国
文
学
者

の
国
崎
望
久
太
郎
の
「
伝
統
と
個
性
に
つ
い
て
」（
風
雅
方
寸
─
和
歌
俳
諧
の
伝
統
、

立
命
館
、
昭
一
七
）
を
引
い
て
く
る
。
花
田
に
よ
れ
ば
、
国
崎
も
ま
た
「
伝
統
観

の
問
題
と
し
て
、「
生
活
」
に
こ
だ
わ
り
、
同
時
代
の
一
部
に
顕
著
な
フ
ァ
ナ

テ
ィ
ッ
ク
な
伝
統
論
が
「
著
し
く
自
己
陶
酔
的
で
あ
る
」
こ
と
を
批
判
し
て
い

る
」。
だ
が
、
花
田
は
、
国
崎
の
「
生
活
」
を
、
安
吾
論
に
見
ら
れ
る
「
文
化
」、

「
伝
統
」
／
「
生
活
」
と
い
う
構
図
で
読
み
換
え
、
そ
れ
を
も
っ
て
一
般
化
し

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
問
題
な
の
は
、
安
吾
の
「
生
活
」
同
様
、
国
崎
の
「
生

活
」
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
比
較
検
討
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

ま
た
、
花
田
は
「
お
そ
ら
く
は
個
人
・
生
活
・
必
要
・
創
造
と
い
っ
た
キ
ー

ワ
ー
ド
を
も
っ
て
坂
口
安
吾
の
独
創
と
特
記
す
る
の
は
同
時
代
言
説
の
ひ
ろ
が

り
を
視
野
に
お
さ
め
る
か
ぎ
り
、
ど
う
し
て
も
無
理
が
あ
る
」
と
い
う
が
、
私

は
「
キ
ー
ワ
ー
ド
を
も
っ
て
坂
口
安
吾
」
を
読
む
の
で
は
な
く
、
安
吾
の
キ
ー

ワ
ー
ド
の
内
容
を
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

㈡ 
「
苦
悩
」
に
満
ち
た
人
生
観

人
生
は
「
苦
悩
」
に
満
ち
て
い
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
自
明
な
こ
と
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
安
吾
の
い
う
「
苦
悩
」
と
は
、
単
な
る
病
苦
や

労
苦
な
ど
の
意
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
真
に
人
生
を
生
き
よ
う
と
す
れ

ば
、
人
間
は
生
き
る
「
苦
悩
」
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
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し
か
し
、
そ
の
「
苦
悩
」
こ
そ
、
人
間
が
生
き
る
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
と
安

吾
は
考
え
た
。

私
達
の
生
き
る
道
に
は
、
逃
れ
が
た
い
苦
悩
が
あ
り
ま
す
。
正
し
く
、

誠
実
に
生
き
る
人
に
、
よ
り
大
い
な
る
苦
悩
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
、

ひ
と
つ
の
苦
悩
に
は
、
ひ
と
つ
づ
つ
の
ふ
る
さ
と
が
あ
り
ま
す
。
苦
悩
の

大
に
つ
れ
て
、
ふ
る
さ
と
も
亦
、
遠
く
深
く
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
ふ
る

さ
と
が
、
私
の
意
図
す
る
物
語
の
た
だ
ひ
と
つ
の
鍵
で
あ
り
ま
す
（『
炉
辺

夜
話
集
』
後
記
、
昭
一
六
・
四
）。

ま
た
、「
風
と
光
と
二
十
の
私
と
」（
文
芸　

昭
二
二
・
一
）
の
中
で
、「
自
然
と

の
間
か
ら
次
第
に
距
離
が
失
わ
れ
」、「
感
官
は
自
然
の
感
触
と
そ
の
生
命
に
よ

っ
て
充
た
さ
れ
」
た
安
吾
は
、「
言
葉
も
冷
静
で
、
や
わ
ら
か
」
な
「
自
然
」

か
ら
、
こ
う
話
か
け
ら
れ
た
。「
君
、
不
幸
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ぜ
。

う
ん
と
不
幸
に
、
ね
。
そ
し
て
、
苦
し
む
の
だ
。
不
幸
と
苦
し
み
が
人
間
の
魂

の
ふ
る
さ
と
な
の
だ
か
ら
、
と
」。
こ
の
時
、
安
吾
は
「
何
事
に
よ
っ
て
苦
し

む
べ
き
か
知
ら
な
か
っ
た
」
が
、
彼
の
「
不
幸
と
苦
し
み
が
人
間
の
魂
の
ふ
る

さ
と
」
と
い
う
認
識
に
は
、
人
生
が
「
不
幸
と
苦
し
み
」
に
満
ち
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
で
も
人
間
は
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
人
生
観
が

根
底
に
あ
っ
た
。
だ
が
、
人
間
が
生
き
る
こ
と
に
、
意
味
や
目
的
な
ど
存
在
し

な
い
と
も
安
吾
は
考
え
て
い
た
。
し
か
も
、
人
生
に
お
け
る
時
空
間
が
有
限
で

あ
る
だ
け
で
な
く
、
人
間
は
真
に
生
き
よ
う
と
し
て
も
、
人
生
が
有
限
で
あ
る

限
り
、
そ
の
意
志
の
通
り
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
「
不
幸
と
苦
し
み
」
が
生

じ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
生
き
て
い
る
限
り
、「
不
幸
と
苦
し
み
」
か
ら
逃
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
安
吾
が
「
不
幸
と
苦
し
み
が
人
間
の
魂
の
ふ
る
さ
と
」

と
考
え
た
の
は
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
で
あ
る
。

人
生
に
お
け
る
「
苦
悩
」
の
中
で
、
最
も
重
要
な
問
題
が
「
死
」
で
あ
る
。

安
吾
は
「
新
ら
し
き
性
格
感
情
」（
桜　

昭
八
・
五
）
の
中
で
、「
生
活
」（
人
生
）

の
根
底
に
は
「
死
」
が
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。「
私
は
、
我
々
の
生
活
に
解
き

難
い
神
秘
と
超
越
を
与
え
る
奇
怪
な
魔
物
が
、
全
て
そ
の
不
思
議
な
源
を
遠
く

「
死
」
に
発
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
」。「
今
、
私
に
と
っ
て
、
死

は
我
々
の
生
活
に
最
大
の
か
ら
く
り
を
生
む
曲
者
に
見
え
て
い
る
」（「
新
ら
し
き

性
格
感
情
」）。「
死
」
は
、
人
間
に
「
生
活
」（
人
生
）
に
お
け
る
時
空
間
が
有
限

で
あ
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る
。
人
は
こ
の
時
は
じ
め
て
、
真
に
自
己
を
生
き
よ

う
と
し
、
そ
し
て
「
哲
学
」
す
る
の
で
あ
る
。
安
吾
が
「
死
」
を
、「
我
々
の

生
活
に
解
き
難
い
神
秘
と
超
越
を
与
え
る
奇
怪
な
魔
物
」、「
我
々
の
生
活
に
最

大
の
か
ら
く
り
を
生
む
曲
者
」
と
見
て
い
た
の
は
、「
死
」
こ
そ
、
真
に
自
己

を
自
覚
さ
せ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
で
最
初
に
本・

・

・
格
的

な・

思・

・考
を
し
た
西
田
幾
多
郎
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
哲
学
は
我
々

の
自
己
が
真
に
生
き
ん
と
す
る
よ
り
始
ま
る
。
我
々
の
自
己
の
自
覚
の
仕
方
で

あ
り
、
生
き
方
で
あ
る
」。
安
吾
の
場
合
、「
死
」
に
よ
っ
て
、「
自
己
が
真
に

生
き
ん
と
」
し
、「
哲
学
」
す
る
こ
と
を
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

安
吾
は
「
苦
悩
」
と
し
て
の
「
死
」
を
横
目
で
見
な
が
ら
、
あ
え
て
「
真
に

生
き
ん
と
」
し
、
人
生
を
肯
定
し
よ
う
と
し
た
。

⑨
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青
春
ほ
ど
、
死
の
翳
を
負
い
、
死
と
背
中
合
せ
な
時
期
は
な
い
。
人
間

の
喜
怒
哀
楽
も
、
舞
台
裏
の
演
出
家
は
た
だ
一
人
、
そ
れ
が
死
だ
。
人
は

必
ず
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
事
実
ほ
ど
我
々
の
生
存
に
決
定
的
な
力
を

加
え
る
も
の
は
な
く
、
或
い
は
む
し
ろ
、
こ
れ
の
み
が
力
の
唯
一
の
源
泉

で
は
な
い
か
と
す
ら
、
私
は
思
わ
ざ
る
を
得
ぬ
。

青
春
は
力
の
時
期
で
あ
る
か
ら
、
同
時
に
死
の
激
し
さ
と
密
着
し
て
い

る
時
期
な
の
だ
。
人
生
の
迷
路
は
解
き
が
た
い
。
そ
れ
は
魂
の
迷
路
で
あ

る
が
、
そ
の
迷
路
も
死
が
我
々
に
与
え
た
も
の
だ
。
矛
盾
撞
着
、
も
つ
れ

た
糸
、
す
べ
て
死
が
母
胎
で
あ
り
、
ふ
る
さ
と
で
も
あ
る
人
生
の
愛
す
べ

く
、
又
、
な
つ
か
し
い
綾
で
は
な
い
か
（
暗
い
青
春
、
潮
流
、
昭
二
二
・
六
）。

「
死
」
に
直
面
す
る
こ
と
で
、
自
己
に
固
執
す
る
人
間
に
は
「
苦
悩
」
が
生

じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
生
に
は
「
苦
悩
」
が
満
ち
て
い
る
と
考
え
る
。
だ
が
、

安
吾
は
そ
の
よ
う
に
考
え
な
か
っ
た
。
安
吾
に
よ
れ
ば
、「
死
」
は
「
人
間
の

喜
怒
哀
楽
」
の
「
舞
台
裏
の
演
出
家
」
で
あ
り
、「
我
々
の
生
存
に
決
定
的
な

力
を
加
え
る
も
の
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
人
間
に
と
っ
て
の
「
力
の
唯
一
の

源
泉
」
な
の
で
あ
る
。「
死
」
を
直
視
し
な
が
ら
、
自
ら
「
生
の
迷
路
」、「
魂

の
迷
路
」
に
迷
い
込
み
、
そ
れ
を
「
人
生
の
愛
す
べ
く
、
又
、
な
つ
か
し
い

綾
」
と
し
て
受
け
入
れ
、
人
生
を
肯
定
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
こ
と
で
、
人
は
「
苦
悩
」
に
満
ち
た
人
生
を
「
笑
い
」
な
が
ら
、
そ

れ
を
真
に
肯
定
す
る
生
き
方
が
で
き
る
、
と
安
吾
は
考
え
て
い
た
。

安
吾
の
「
フ
ァ
ル
ス
」
に
は
、
人
生
を
「
笑
う
」
こ
と
で
肯
定
し
よ
う
と
す

る
人
生
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
安
吾
は
、「
フ
ァ
ル
ス
」
が
人
間
の
生
命
力

の
強
さ
を
表
現
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
安
吾
に
と
っ
て
、「
苦
悩
」
に
満
ち

た
、「
矛
盾
撞
着
、
も
つ
れ
た
糸
」
で
あ
る
人
生
を
「
笑
う
」
こ
と
は
、
人
生

そ
の
も
の
を
肯
定
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
っ
た
。「
フ
ァ
ル
ス
」
に
よ
っ
て
、

「
死
」
を
も
「
笑
い
」、
そ
し
て
肯
定
す
る
こ
と
こ
そ
、
安
吾
の
追
い
求
め
て
い

た
姿
な
の
で
あ
る
。

フ
ァ
ル
ス
と
は
、
人
間
の
全
て
を
、
全
的
に
、
一
つ
残
さ
ず
肯
定
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
凡
そ
人
間
の
現
実
に
関
す
る
限
り
は
、
空
想
で

あ
れ
、
夢
で
あ
れ
、
死
で
あ
れ
、
怒
り
で
あ
れ
、
矛
盾
で
あ
れ
、
ト
ン
チ

ン
カ
ン
で
あ
れ
、
ム
ニ
ャ
ム
ニ
ャ
で
あ
れ
、
何
か
ら
何
ま
で
肯
定
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ァ
ル
ス
と
は
、
否
定
を
も
肯
定
し
、
肯
定
を
も

肯
定
し
、
さ
ら
に
又
肯
定
し
、
結
局
人
間
に
関
す
る
限
り
の
全
て
を
永
遠

に
永
劫
に
永
久
に
肯
定
肯
定
肯
定
し
て
止
む
ま
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

諦
め
を
肯
定
し
、
溜
息
を
肯
定
し
、
何
言
っ
て
や
ん
で
い
を
肯
定
し
、
と

言
っ
た
よ
う
な
も
ん
だ
よ
を
肯
定
し
─
─
つ
ま
り
全
的
に
人
間
存
在
を
肯

定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
結
局
、
途
方
も
な
い
混
沌
を
、
途
方
も
な
い

矛
盾
の
玉
を
、
グ
イ
と
ば
か
り
に
呑
み
ほ
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
し
か

し
決
し
て
矛
盾
を
解
決
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
人
間
あ
り
の
ま
ま
の

混
沌
を
、
永
遠
に
肯
定
し
つ
づ
け
て
止
ま
な
い
所
の
根
気
の
程
を
、
呆
れ

果
て
た
る
根
気
の
程
を
、
白
熱
し
、
一
人
熱
狂
し
て
持
ち
つ
づ
け
る
だ
け
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の
こ
と
で
あ
る
（FA

RCE

に
就
て
、
青
い
馬
、
昭
七
・
三
）。

安
吾
の
「
フ
ァ
ル
ス
」
と
は
、
人
生
の
「
苦
悩
」
を
和
ら
げ
る
た
め
の
、
単

な
る
鎮
静
剤
で
は
な
い
。
安
吾
は
、「
フ
ァ
ル
ス
」
に
よ
っ
て
、「
苦
悩
」
に
満

ち
た
、「
矛
盾
」、「
混
沌
」
と
し
た
人
生
の
一
切
を
「
永
遠
に
」
肯
定
し
よ
う

と
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
安
吾
に
と
っ
て
、「
フ
ァ
ル
ス
」
を
書
く
こ
と
は
、
当
時
の
文

学
の
主
流
か
ら
外
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
安
吾

は
こ
う
回
想
し
て
い
る
。「
と
て
も
一
人
前
の
作
家
な
ど
に
は
な
れ
な
い
と
思

っ
て
い
た
か
ら
、
始
め
か
ら
落
伍
者
の
文
学
を
も
っ
て
認
じ
て
い
た
」。「
人
生

を
茶
化
し
た
よ
う
な
作
品
が
好
き
で
、
私
自
身
も
フ
ァ
ル
ス
作
家
に
な
ろ
う
か

と
考
え
」
て
い
た
（
処
女
作
前
後
の
思
い
出
、
早
稲
田
文
学
、
昭
二
一
・
三
）。
安
吾
は
、

自
嘲
気
味
に
「
私
は
と
て
も
一
流
の
才
能
な
し
」
と
自
認
し
て
い
た
が
、
彼
は

「
一
流
」
に
な
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
意
図
的
に
「
落
伍
者
」

に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
安
吾
は
決
し
て
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ

ッ
ク
な
「
落
伍
者
」
に
甘
ん
じ
て
い
た
の
で
は
な
く
、「
一
流
の
才
能
」
が
な

い
こ
と
や
「
落
伍
者
」
で
あ
る
こ
と
を
、
自
己
の
「
哲
学
」
的
独
自
性
に
ま
で

転
化
し
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
後
の
「
日
本
文
化
私
観
」
や
「
堕
落
論
」
で
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
安
吾
は
「
落
伍
者
」
で
あ
る
こ
と
を
、
日
本
文
学
の
枠
を
越

え
た
、
日
本
哲
学
の
伝
統
に
対
抗
す
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ま
で
発
展
さ

せ
る
こ
と
に
成
功
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

安
吾
が
本
格
的
に
文
学
活
動
を
始
め
た
（
あ
る
い
は
「
フ
ァ
ル
ス
」
を
書
き

は
じ
め
た
）
時
、
日
本
文
学
の
状
況
は
、
到
底
彼
の
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
安
吾
に
よ
れ
ば
、「
文
字
を
知
っ
て
も
小
説
は
出
来
な
い
。
…

（
中
略
）
…
し
か
る
に
日
本
の
小
説
は
、
概
し
て
軽
薄
な
る
文
章
が
あ
る
ば
か

り
で
あ
る
。
詩
の
伝
統
は
あ
っ
た
が
、
人
性
観
察
に
伝
統
を
持
た
な
い
日
本
は
、

そ
も
そ
も
文
学
の
勉
強
法
を
根
本
か
ら
改
め
る
必
要
が
あ
る
」（
文
章
そ
の
他
、
鷭
、

昭
九
・
四
）。
文
学
は
、「
人
性
観
察
」
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う

す
る
こ
と
で
、「
文
章
も
生
育
す
る
」。
し
か
し
、
日
本
文
学
の
伝
統
は
、「
人

性
観
察
」
を
欠
い
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
文
学
は
主
体
的
な
批
判
精
神
を

欠
い
た
伝
統
を
形
成
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
日
本
文
学
の
状
況
を
、
安
吾
は

見
て
い
た
の
で
あ
る
。

安
吾
は
日
本
文
学
の
伝
統
を
否
定
し
な
が
ら
、
自
覚
的
に
「
新
ら
し
き
文

学
」
を
つ
く
り
上
げ
よ
う
と
し
た
。

私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
芸
術
は
反
撥
精
神
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
時
代

創
造
的
な
激
し
い
意
志
に
よ
っ
て
為
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

に
拘
ら
ず
、
最
近
日
本
文
学
の
新
ら
し
い
傾
向
は
、
老
人
の
趣
味
に
一
致

す
る
こ
と
を
最
も
純
粋
と
見
做
し
、
最
も
無
気
力
な
、
自
慰
的
な
人
間
探

究
に
過
っ
た
亢
奮
を
感
じ
て
い
る
。
不
動
の
も
の
永
遠
の
も
の
は
已
に
亡

び
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
変
化
の
中
に
、
発
展
の
一
過
程
の
中
に
、
反
撥

か
ら
創
造
へ
向
う
人
間
を
探
究
し
創
り
つ
づ
け
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
新
ら
し
き
文
学
、
時
事
新
報
、
昭
八
・
五
）。
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安
吾
は
「
日
本
文
学
の
新
ら
し
い
傾
向
」
を
、「
老
人
の
趣
味
」、「
最
も
無

気
力
」、「
自
慰
的
な
人
間
探
究
」
と
批
判
し
て
い
る
が
、
彼
が
批
判
し
た
の
は

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
安
吾
は
「
従
来
の
末
梢
的
な
新
興
文
学
と
称
す
る
も
の

を
否
定
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
否
定
し
無
気
力
な
老
人
趣
味
的
文
学
を
否

定
」
し
て
い
る
。
安
吾
は
、「
人
性
観
察
に
伝
統
を
持
た
な
い
」
日
本
文
学
の

硬
直
化
し
た
精
神
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
最
新

の
日
本
文
学
の
「
新
ら
し
さ
」
が
、「「
新
ら
し
さ
」
を
誤
ら
し
め
、
同
時
に
文

学
を
過
ら
し
め
」
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
日
本
文
学
の
伝
統
に
は
、
あ
る
種
の
新
し
さ
が
な
か
っ
た
だ
け

で
な
く
、
芸
術
に
必
要
な
「
反
撥
精
神
」
や
「
時
代
創
造
的
な
激
し
い
意
志
」

も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
安
吾
は
そ
の
よ
う
な
日
本
文
学
の
伝
統
を
批
判
し
な

が
ら
、
新
た
な
文
学
の
枠
組
み
を
つ
く
り
出
そ
う
と
し
て
い
た
。「
反
撥
か
ら

創
造
へ
向
う
人
間
を
探
究
し
創
」
る
こ
と
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
安

吾
が
こ
こ
で
問
題
に
し
た
の
は
、
文
学
に
「
反
撥
精
神
」、「
時
代
創
造
的
な
激

し
い
意
志
」
が
備
わ
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、

安
吾
が
目
指
し
た
「
新
ら
し
き
文
学
」
と
、
彼
が
否
定
し
た
日
本
文
学
の
伝
統

の
間
に
は
、
必
然
的
に
対
立
が
生
じ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
安
吾
と
日
本
文
学
の
伝
統
と
の
間
に
は
、
明
確
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

が
生
じ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
安
吾
は
日
本
文
学
史
上
に
お
い
て
、
特
異
な
存

在
に
な
っ
て
い
る
。
安
吾
は
生
涯
を
通
し
て
、
日
本
文
学
の
枠
を
越
え
て
、
日

本
哲
学
の
問
題
に
対
し
て
も
「
反
撥
精
神
」、「
時
代
創
造
的
な
激
し
い
意
志
」

を
持
ち
続
け
た
。
安
吾
は
、「
新
ら
し
き
文
学
」
だ
け
で
な
く
、「
人
間
の
感
情

に
対
す
る
新
ら
し
い
批
判
の
確
立
、
憎
し
み
や
愛
や
悲
し
み
怒
り
を
最
も
厳
格

に
追
求
」
し
、「
神
に
よ
っ
て
許
さ
れ
じ
と
も
我
に
よ
っ
て
は
許
さ
る
る
底
の
、

生
命
の
道
徳
を
確
立
」（
無
題
、
紀
元
、
昭
九
・
九
）
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
日
本
人
は
、
道
徳
の
中
で
思
考
す
る
こ
と
を
好
む
。
安
吾
は
そ
れ

を
批
判
し
た
。「
日
本
人
の
如
く
、
軽
々
し
く
他
人
の
立
場
を
計
量
し
思
惑
を

働
か
せ
て
、
同
情
し
、
寛
大
と
な
り
、
諦
ら
め
、
い
い
加
減
の
と
こ
ろ
で
ヒ
ラ

リ
と
利
他
的
な
安
手
な
悟
り
へ
身
を
飜
す
べ
き
不
誠
実
さ
は
許
さ
る
べ
き
で
あ

り
ま
す
ま
い
」（
同
右
）。
日
本
人
は
、
自
己
の
「
真
剣
な
情
熱
」
を
隠
し
、「
い

い
加
減
の
と
こ
ろ
で
ヒ
ラ
リ
と
利
他
的
な
安
手
な
悟
り
へ
身
を
飜
す
」。
日
本

人
が
真
に
生
き
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、
自
己
に
「
不
誠
実
」
な
日
本
の
道
徳

な
の
で
は
な
く
、「
利
己
一
点
ば
り
に
追
求
の
極
地
へ
ま
で
追
い
つ
め
、
そ
の

底
に
行
き
ど
ま
っ
た
」（
同
右
）
と
こ
ろ
に
あ
る
、
新
し
い
価
値
観
（「
生
命
の

道
徳
」）
な
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
安
吾
の
批
判
の
矛
先
は
、
日
本
道
徳
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
た
の

で
は
な
い
。「
枯
淡
の
風
格
」
や
「
さ
び
」
と
い
う
よ
う
な
、
道
徳
に
寄
り
か

か
る
観
照
的
な
日
本
人
の
人
生
態
度
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
観
照

的
な
人
生
態
度
は
、
日
本
の
道
徳
を
、
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
絶
対
的
な
前
提

と
見
な
す
だ
け
で
な
く
、
ま
た
自
ら
道
徳
的
な
「
健
全
」
を
装
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
己
の
人
生
に
対
す
る
認
識
を
も
絶
対
化
す
る
。

「
枯
淡
の
風
格
」
と
か
「
さ
び
」
と
い
う
も
の
を
私
は
認
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
こ
れ
は
要
す
る
に
全
く
逃
避
的
な
態
度
で
あ
っ
て
、
こ
の
態
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度
が
成
り
立
つ
反
面
に
は
人
間
の
本
道
が
肉
や
慾
や
死
生
の
葛
藤
の
中
に

あ
り
、
人
は
常
住
こ
の
葛
藤
に
ま
き
こ
ま
れ
て
悩
み
苦
し
ん
で
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
枯
淡
な
る
風
格
」
と
か
「
さ
び
」
と
か
の

人
生
に
向
う
態
度
は
、
こ
の
肉
や
慾
の
葛
藤
を
そ
の
ま
ま
肯
定
し
、
ち
っ

と
も
作
為
は
加
え
ず
に
、
し
か
も
自
身
は
そ
こ
か
ら
傷
や
痛
み
を
受
け
な

い
、
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
至
上
の
境
地
と
す
る
の
で
あ
る
。
虫
が
い
い
、

と
い
う
言
種
も
、
こ
の
へ
ん
の
と
こ
ろ
へ
来
る
と
荘
厳
に
さ
え
見
え
る
か

ら
愉
快
で
あ
る
（
枯
淡
の
風
格
を
排
す
、
作
品
、
昭
一
〇
・
五
）。

真
の
人
生
（「
人
間
の
本
道
」）
に
は
、「
肉
や
慾
や
死
生
の
葛
藤
」
が
あ
る
。

人
間
は
、
真
に
生
き
よ
う
と
す
れ
ば
、「
こ
の
葛
藤
に
ま
き
こ
ま
れ
て
悩
み
苦

し
」
む
。
だ
が
、「「
枯
淡
な
る
風
格
」
と
か
「
さ
び
」
と
か
の
人
生
に
向
う
態

度
」
は
、「
肉
や
慾
や
死
生
の
葛
藤
」
に
「
苦
悩
」
す
る
こ
と
が
な
い
。
む
し

ろ
、「
苦
悩
」
し
な
い
こ
と
を
「
至
上
の
境
地
」
と
す
る
。「
枯
淡
な
る
風
格
」

と
か
「
さ
び
」
と
か
の
人
生
に
向
う
態
度
」
か
ら
見
れ
ば
、「
年
を
と
る
と
物

分
り
が
良
く
な
」
り
、「
他
人
の
こ
と
を
考
へ
、
慾
が
な
く
な
る
」
こ
と
は
、

道
徳
的
に
「
健
全
」
で
あ
る
が
、
一
方
で
、「
肉
や
慾
や
死
生
の
葛
藤
」
に

「
苦
悩
」
す
る
こ
と
は
、
道
徳
的
に
「
不
健
全
」
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
人
生

観
か
ら
、「
肉
や
慾
や
死
生
の
葛
藤
」
で
生
じ
る
「
苦
悩
」
に
、
正
面
か
ら
向

き
合
う
こ
と
は
、
必
然
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
安
吾
は
、
人
間
が
真
に
生
き
る

こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
、「
肉
や
慾
や
死
生
の
葛
藤
」
に
よ
る
「
苦
悩
」
に
対

し
て
、
い
か
に
正
面
か
ら
向
き
合
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
そ
の
安

吾
に
と
っ
て
、「
枯
淡
な
る
風
格
」
と
か
「
さ
び
」
と
か
の
人
生
に
向
う
態
度
」

は
、
人
生
を
真
に
生
き
よ
う
と
す
る
意
志
の
喪
失
を
意
味
し
た
。
そ
れ
は
、
人

生
の
「
苦
悩
」
か
ら
は
逃
避
す
る
態
度
で
あ
り
、
ま
た
、
人
生
か
ら
距
離
を
置

き
、
安
全
な
と
こ
ろ
か
ら
観
照
す
る
態
度
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
人
生
態
度
に
対
し
て
、
安
吾
は
「
時
々
日
本
人
で
あ
る
こ
と
に

ウ
ン
ザ
リ
」
し
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
安
吾
で
さ
え
、
日
本
の
道
徳
の
「
愚

か
し
い
こ
と
に
重
々
気
付
き
、
又
憎
ん
で
い
て
も
、
長
い
習
慣
か
ら
脱
け
で
る

こ
と
が
で
き
」
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
日
本
人
に
就
て
、
作
品
、
昭
一
〇
・
七
）。
安

吾
が
「
ウ
ン
ザ
リ
」
す
る
と
い
う
時
、
そ
れ
は
、
彼
が
日
本
道
徳
の
「
愚
か
し

い
」、「
長
い
習
慣
」
か
ら
抜
け
出
し
た
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ

う
し
た
「
長
い
習
慣
」
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
も
ど
か
し
さ
は
、
安
吾
に
一
生
つ

き
纏
っ
た
。

も
し
自
己
の
外
側
の
価
値
（
道
徳
）
を
承
認
し
た
と
し
て
も
、
人
間
と
そ
の

人
生
が
す
ぐ
さ
ま
自
己
の
外
側
の
価
値
体
系
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
自
己
の
外
側
の
価
値
に
寄
り
か
か
り
、
そ
こ
に
安
住
す
れ

ば
、「
肉
や
慾
や
死
生
の
葛
藤
」
で
生
じ
る
「
苦
悩
」
を
苦
悩
す
る
こ
と
な
く
、

む
し
ろ
そ
れ
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
と
人
生
と
の

関
係
は
切
断
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
人
間
と
人
生
と
の
真
の
関
係
は
、
自
己
の

人
生
に
お
け
る
「
肉
や
慾
や
死
生
の
葛
藤
」
で
生
じ
る
「
苦
悩
」
を
正
し
く
苦

悩
し
、「
人
間
生
き
る
か
ら
死
ぬ
ま
で
持
っ
て
生
れ
た
身
体
が
一
つ
で
あ
る
以

上
は
、
せ
い
ぜ
い
自
分
一
人
の
た
め
に
の
み
、
慾
ば
っ
た
生
き
方
を
す
べ
き
」

（「
枯
淡
の
風
格
を
排
す
」）
と
い
う
緊
張
関
係
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
ま
れ
る
の
で
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あ
る
。
そ
の
緊
張
関
係
を
つ
く
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
安
吾
の
い
う

「
毒
々
し
い
ま
で
の
徹
底
し
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
で
あ
る
。

日
本
人
は
自
己
の
人
生
を
真
に
生
き
た
い
と
し
て
も
、
実
際
に
は
他
者
と
同

調
し
よ
う
と
す
る
。
そ
う
し
た
「
愚
か
し
い
」、「
長
い
習
慣
」
か
ら
抜
け
出
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
安
吾
の
人
生
観
の
在
り
方
を
決
定
し
て

い
る
の
で
あ
る
。「
本
音
を
割
り
だ
せ
ば
誰
だ
っ
て
自
分
一
人
だ
、
自
分
一
人

の
声
を
空
虚
な
理
想
や
社
会
的
関
心
な
ぞ
と
い
う
も
の
に
先
廻
り
の
邪
魔
を
さ

れ
る
こ
と
な
く
耳
を
澄
し
て
正
し
く
聞
き
わ
け
る
べ
き
で
あ
る
。
自
分
の
本
音

を
雑
音
な
し
に
聞
き
だ
す
こ
と
さ
え
、
今
日
の
我
々
に
は
甚
だ
至
難
な
業
だ
と

思
う
」（
同
右
）。
人
生
は
、「
本
音
を
割
り
だ
せ
ば
誰
だ
っ
て
自
分
一
人
」
だ
と

い
う
事
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
「
自
分
の
本
音
を
雑
音
な

し
に
聞
き
だ
す
こ
と
さ
え
」
困
難
で
あ
る
と
い
う
逆
説
的
な
問
題
を
、
安
吾
は

わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
い
る
の
だ
。

㈢ 

「
生
活
」
と
い
う
視
座

人
間
が
「
生
活
」
を
通
じ
て
見
え
る
「
世
界
」
と
は
、
い
か
な
る
も
の
か
。

例
え
ば
、
あ
る
者
は
、
自
己
の
「
生
活
」
か
ら
世
界
を
眺
め
て
い
る
。
ま
た
別

の
あ
る
者
は
、
そ
の
「
生
活
」
か
ら
「
世
界
」
を
眺
め
て
い
る
。
そ
の
人
が
生

き
て
い
る
「
生
活
」
に
よ
っ
て
、
見
え
る
「
世
界
」
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い

る
。
人
間
の
認
識
は
生
き
て
い
る
「
生
活
」
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。
安
吾
は
、

そ
う
い
う
視
座
を
「
日
本
文
化
私
観
」
の
中
で
提
示
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
安
吾
は
「
日
本
文
化
私
観
」
の
冒
頭
で
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い

る
。

僕
は
日
本
の
古
代
文
化
に
就
て
殆
ん
ど
知
識
を
持
っ
て
い
な
い
。
ブ
ル

ー
ノ
・
タ
ウ
ト
が
絶
讃
す
る
桂
離
宮
も
見
た
こ
と
が
な
く
、
玉
泉
も
大
雅

堂
も
竹
田
も
鉄
斎
も
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
況
ん
や
、
秦
蔵
六
だ
の
竹
源

斎
師
な
ど
名
前
す
ら
聞
い
た
こ
と
が
な
く
、
第
一
、
め
っ
た
に
旅
行
す
る

こ
と
が
な
い
の
で
、
祖
国
の
あ
の
町
こ
の
村
も
、
風
俗
も
、
山
河
も
知
ら

な
い
の
だ
。
タ
ウ
ト
に
よ
れ
ば
日
本
に
於
け
る
最
も
俗
悪
な
都
市
だ
と
い

う
新
潟
市
に
僕
は
生
れ
、
彼
の
蔑
み
嫌
う
と
こ
ろ
の
上
野
か
ら
銀
座
へ
の

街
、
ネ
オ
ン
・
サ
イ
ン
を
僕
は
愛
す
。
茶
の
湯
の
方
式
な
ど
全
然
知
ら
な

い
代
り
に
は
、
猥
り
に
酔
い
痴
れ
る
こ
と
を
の
み
知
り
、
孤
独
の
家
居
に

い
て
、
床
の
間
な
ど
と
い
う
も
の
に
一
顧
を
与
え
た
こ
と
も
な
い
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
僕
の
生
活
が
、
祖
国
の
光
輝
あ
る
古
代
文
化

の
伝
統
を
見
失
っ
た
と
い
う
理
由
で
、
貧
困
な
も
の
だ
と
は
考
え
て
い
な

い
（
然
し
、
ほ
か
の
理
由
で
、
貧
困
だ
と
い
う
内
省
に
は
悩
ま
さ
れ
て
い

る
の
だ
が
─
）（「
日
本
文
化
私
観
」）。

安
吾
の
「
生
活
」
は
、「
上
野
か
ら
銀
座
へ
の
街
、
ネ
オ
ン
・
サ
イ
ン
」
を

愛
し
、「
茶
の
湯
の
方
式
な
ど
全
然
知
ら
な
い
」、「
床
の
間
な
ど
と
い
う
も
の

に
一
顧
を
与
え
た
こ
と
も
な
い
」
と
い
う
世
俗
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
安
吾
の

「
生
活
」
と
い
う
視
座
か
ら
見
れ
ば
、
タ
ウ
ト
の
い
う
日
本
の
「
古
代
文
化
の

伝
統
」
は
、
現
実
の
「
生
活
」
か
ら
遊
離
し
た
、
自
己
の
外
側
の
価
値
に
過
ぎ
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な
い
。
タ
ウ
ト
の
「
古
代
文
化
の
伝
統
」
は
、「
桂
離
宮
」
や
「
玉
泉
」
な
ど

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
客
観
的
に
存
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
信
じ
ら
れ
て

い
る
。
だ
が
、
個
々
の
「
生
活
」
を
規
定
す
る
よ
う
な
、
一
元
的
で
客
観
的
な

価
値
（「
古
代
文
化
の
伝
統
」）
な
ど
存
在
し
な
い
は
ず
だ
。

ま
た
、
安
吾
は
次
の
よ
う
な
例
も
挙
げ
て
い
る
。
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー

（Jean Cocteau
）
が
来
日
し
た
際
、
多
く
の
日
本
人
は
和
服
を
着
て
い
な
か

っ
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
コ
ク
ト
ー
は
「
日
本
が
母
国
の
伝
統
を
忘
れ
、

欧
米
化
に
汲
々
た
る
有
様
を
嘆
い
た
」（
同
右
）。
そ
の
コ
ク
ト
ー
に
対
し
て
、

安
吾
は
こ
う
批
判
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
は
「
伝
統
の
遺
産
を
受
継
い
で
き
た
が
、

祖
国
の
伝
統
を
生
む
べ
き
も
の
が
、
又
、
彼
等
自
身
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
を
全
然

知
ら
な
い
」。「
伝
統
と
は
何
か
？　

国
民
性
と
は
何
か
？　

日
本
人
に
は
必
然

の
性
格
が
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
和
服
を
発
明
し
、
そ
れ
を
着
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
よ
う
な
決
定
的
な
素
因
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」（
同
右
）
と
。

確
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
「
伝
統
」
が
客
観
的
に
存
在
す
る
と
考
え
る
こ
と
が

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
後
付
け
の
「
説
明
」
で
し
か
な
い
。
客
観
的
に

「
伝
統
」
が
存
在
し
、「
説
明
」
が
あ
る
の
で
は
な
く
、「
伝
統
」
と
い
う
「
説

明
」
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
。
安
吾
が
い
う
よ
う
に
、「
伝
統
と
か
、
国
民

性
と
よ
ば
れ
る
も
の
」
に
は
、
そ
の
よ
う
な
「
欺
瞞
」
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
と

い
う
の
も
、
本
来
「
祖
国
の
伝
統
を
生
む
べ
き
も
の
」
は
、
そ
の
国
で
「
生

活
」
す
る
人
間
自
身
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
座
か
ら
安

吾
は
、
日
本
で
議
論
さ
れ
て
い
る
「
伝
統
」
の
「
欺
瞞
」
性
に
鋭
く
切
り
込
ん

で
い
く
。「
説
明
づ
け
ら
れ
た
精
神
か
ら
日
本
が
生
れ
る
筈
も
な
く
、
又
、
日

本
精
神
と
い
う
も
の
が
説
明
づ
け
ら
れ
る
筈
も
な
い
。
日
本
人
の
生
活
が
健
康

で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
日
本
そ
の
も
の
が
健
康
だ
」（
同
右
）。

安
吾
は
「
日
本
文
化
私
観
」
の
中
で
、「
伝
統
」
が
「
全
滅
」
し
て
も
構
わ

な
い
と
い
う
激
し
い
内
容
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
伝
統
の
貫
禄
だ

け
で
は
、
永
遠
の
生
命
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。「
貫
禄
を
維
持
す
る

だ
け
の
実
質
が
な
け
れ
ば
、
や
が
て
は
亡
び
る
外
に
仕
方
が
な
い
。
問
題
は
、

伝
統
や
貫
禄
で
は
な
く
、
実
質
だ
」（
同
右
）
な
ど
。「
伝
統
」
は
、
自
己
の
外

側
の
価
値
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
そ
れ
ら
が
「
全
滅
」
し
た
と
し
て
も
、

わ
れ
わ
れ
の
「
生
活
」
は
滅
び
る
こ
と
は
な
い
。
自
己
の
外
側
の
価
値
に
拠
っ

た
「
生
活
」
に
は
、「
必
要
」
に
基
づ
い
た
内
側
か
ら
の
欲
求
が
な
い
。
そ
の

よ
う
な
欲
求
が
な
い
「
生
活
」
は
、
脆
弱
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

自
己
の
「
必
要
」
に
従
っ
た
、「
生
活
」
上
の
自
己
更
新
を
す
る
こ
と
こ
そ
重

要
な
の
だ
。
安
吾
が
強
調
し
た
か
っ
た
の
は
、
そ
の
こ
と
で
あ
る
。「
我
々
に

大
切
な
の
は
「
生
活
の
必
要
」
だ
け
で
、
古
代
文
化
が
全
滅
し
て
も
、
生
活
は

亡
び
ず
、
生
活
自
体
が
亡
び
な
い
限
り
、
我
々
の
独
自
性
は
健
康
な
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
我
々
自
体
の
必
要
と
、
必
要
に
応
じ
た
欲
求
を
失
わ
な
い
か
ら
で

あ
る
」（
同
右
）。
安
吾
が
「
生
活
の
必
要
」
と
い
う
時
、
そ
れ
は
、
人
間
が

「
伝
統
」
に
拠
っ
て
生
き
る
の
で
は
な
く
、「
生
活
の
必
要
」
に
基
づ
い
て
自
己

更
新
す
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

安
吾
が
「
日
本
文
化
私
観
」
を
書
い
た
頃
、
彼
は
自
己
の
「
生
活
」（
人
生
）

を
弱
く
す
る
思
考
様
式
と
闘
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
安
吾
が
二
〇
代
後
半
か
ら

三
〇
代
に
か
け
て
、
日
本
の
各
地
に
「
放
浪
」
し
て
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
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安
吾
が
「
放
浪
」
し
て
い
た
の
は
、
蒲
田
、
伏
見
、
取
手
、
そ
し
て
小
田
原
な

ど
。「
放
浪
」
中
の
安
吾
の
生
活
は
、「
細
く
長
く
生
き
る
こ
と
は
性
来
私
の
に

く
む
と
こ
ろ
で
、
私
は
浪
費
の
あ
げ
く
に
三
日
間
ぐ
ら
い
水
を
飲
ん
で
暮
さ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
り
下
宿
や
食
堂
の
借
金
の
催
促
で
夜
逃
げ
に
及
ば
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
り
」（
い
づ
こ
へ
、
新
小
説
、
昭
二
一
・
十
）
す
る
よ
う
な
「
苦
痛
」
を
伴

っ
た
「
生
活
」
だ
っ
た
。
だ
が
、
安
吾
に
と
っ
て
、
こ
の
「
放
浪
」
自
体
は
重

要
な
こ
と
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
「
精
神
の
放
浪
」
で
あ
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
時
の
こ
と
を
、
安
吾
は
こ
う
書
い
て
い
る
。「
私
は
友
達
か

ら
放
浪
児
と
言
わ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
こ
の
と
こ
ろ
数
年
は
定
ま
る
家
も
な
く
旅

や
ら
食
客
や
ら
転
々
と
し
た
が
、
関
東
を
め
ぐ
る
狭
小
な
地
域
で
、
放
浪
な
ぞ

と
言
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
地
上
の
放
浪
に
比
べ
た
な
ら
私
の
精
神
の
放

浪
の
方
が
余
程
ひ
ど
く
も
あ
り
苦
痛
で
も
あ
っ
た
」（
流
浪
の
追
憶
、
都
新
聞
、
昭
一

一
・
三
）。
安
吾
は
「
苦
痛
」
な
「
精
神
の
放
浪
」
状
態
に
あ
っ
て
、
と
い
う
よ

り
、
む
し
ろ
「
精
神
の
放
浪
」
状
態
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
自
己
の
内
に
「
生

活
」
す
る
力
（
生
き
る
力
）
を
見
出
し
て
い
く
。
半
ば
意
図
的
に
「
三
日
間
ぐ

ら
い
水
を
飲
ん
で
暮
」
し
、「
借
金
の
催
促
で
夜
逃
げ
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
よ
う
な
「
生
活
」
を
送
り
、「
苦
痛
」
な
「
精
神
の
放
浪
」
状
態
の
中
に
あ

っ
て
も
、
自
己
の
内
に
あ
る
「
生
活
」
す
る
力
を
見
出
す
、
こ
う
し
た
安
吾
の

精
神
力
は
並
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
単
に
安
吾
に
根
性
が
あ
る
と
か

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
安
吾
は
彼
独
自
の
思
考
に
よ
っ
て
、
人
生
上
の
マ
イ
ナ

ス
を
「

プ

ラ

ス

生
活
」
す
る
力
に
転
じ
る
法
を
会
得
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

人
生
上
の
マ
イ
ナ
ス
を
「
生
活
」
す
る
力
（
生
き
る
力
）
に
変
え
る
。
安
吾

は
、
い
か
に
し
て
そ
の
よ
う
な
思
考
を
し
得
た
の
か
。
そ
れ
は
「
生
活
」
と
の

対
決
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
今
日
に
お
い
て
も
な
お
、
日
本
の
知
識
界
で
は
「
生

活
の
必
要
」
か
ら
遊
離
し
た
「
哲
学
」（
思
想
）
の
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
務
台
理
作
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
思
想
は
元
来
生
き
も
の
で
あ
っ
て
つ
ね
に
一
般
民
衆
の
生
活
意
識
の
中
に
そ

の
根
を
下
ろ
し
、
そ
の
思
想
の
た
た
か
い
と
成
長
の
た
め
に
必
要
な
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
そ
こ
か
ら
つ
ね
に
供
給
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
汲

み
上
げ
が
な
け
れ
ば
思
想
は
枯
渇
し
て
、
た
ん
な
る
知
識
─
肉
体
の
な
い
知
識

に
な
っ
て
し
ま
う
」。
務
台
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
「
哲
学
」（
思

想
）
は
、
ほ
と
ん
ど
「
生
活
の
必
要
」
か
ら
生
じ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
哲

学
」
を
持
た
な
い
日
本
人
は
自
己
の
外
側
に
存
在
す
る
、「
た
ん
な
る
知
識
」、

「
肉
体
の
な
い
知
識
」
に
頼
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
真
に
自
己

の
「
生
活
」
を
追
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
真
に
「
生
活
」
す
る
た
め
に
、

日
本
人
は
自
己
の
「
生
活
」
と
「
哲
学
」
と
の
関
係
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
務
台
も
い
う
よ
う
に
「
思
想
の
た
た
か
い
と
成
長

の
た
め
に
必
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
そ
こ
か
ら
つ
ね
に
供
給
す
る
べ
き
も
の
」
だ

か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
安
吾
も
日
本
に
お
け
る
「
生
活
」
と
「
哲
学
」
の
問
題
を
論
理
的
に

理
解
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
安
吾
は
そ
れ
を
直
感
的
に
感
じ
取
っ
て
い
た

に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
「
日
本
文
化
私
観
」
の
、
寺
が
先
に
あ
っ
て
、
坊
主
が

後
に
あ
る
と
い
う
思
考
様
式
へ
の
批
判
の
中
に
も
表
れ
て
い
る
。

⑩
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俗
な
る
人
は
俗
に
、
小
な
る
人
は
小
に
、
俗
な
る
ま
ま
小
な
る
ま
ま
の

各
々
の
悲
願
を
、
ま
っ
と
う
に
生
き
る
姿
が
な
つ
か
し
い
。
芸
術
も
亦
そ

う
で
あ
る
。
ま
っ
と
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
寺
が
あ
っ
て
、
後
に
、
坊

主
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
坊
主
が
あ
っ
て
、
寺
が
あ
る
の
だ
。
寺
が
な
く

と
も
、
良
寛
は
存
在
す
る
。
若
し
、
我
々
に
仏
教
が
必
要
な
ら
ば
、
そ
れ

は
坊
主
が
必
要
な
の
で
、
寺
が
必
要
な
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
（「
日
本
文

化
私
観
」）。

仏
教
に
と
っ
て
、
坊
主
が
「
必
要
」
な
の
で
あ
っ
て
、
寺
が
「
必
要
」
な
の

で
は
な
い
。
だ
が
、
日
本
に
お
い
て
は
、
寺
が
先
で
、
坊
主
が
後
に
な
る
。
こ

う
し
た
逆
転
し
た
思
考
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
生
活
」
と
対
決
を
す
る
こ
と
な
く
、

自
己
の
「
生
活
の
必
要
」
を
自
己
の
内
に
問
う
こ
と
の
な
い
思
考
様
式
か
ら
生

み
出
さ
れ
る
。
要
す
る
に
「
生
活
の
必
要
」
を
自
己
に
問
う
こ
と
の
な
い
日
本

人
は
、「
た
ん
な
る
知
識
」、「
肉
体
の
な
い
知
識
」
に
拠
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
、
自
己
の
「
生
活
」
す
る
力
を
弱
め
て
し
ま
う
思
考
様
式

で
あ
る
。
安
吾
は
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」（
現
代
文
学
、
昭
一
六
・
八
）
の
中
で
、

芥
川
龍
之
介
と
あ
る
農
民
作
家
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。
あ
る

農
民
作
家
が
生
活
苦
か
ら
産
ま
れ
た
わ
が
子
を
殺
し
て
、
埋
め
て
し
ま
っ
た
と

い
う
話
を
、
芥
川
の
も
と
へ
持
っ
て
き
た
。
芥
川
は
こ
の
話
を
読
み
、「
あ
ま

り
暗
く
て
、
や
り
き
れ
な
い
気
持
」
に
な
り
、
こ
の
よ
う
な
話
が
本
当
に
あ
る

の
か
、
農
民
作
家
に
尋
ね
た
。
す
る
と
、
農
民
作
家
は
、
こ
れ
は
自
分
の
話
だ

と
い
い
、
こ
の
こ
と
が
悪
い
こ
と
か
と
芥
川
に
尋
ね
た
。「
何
事
に
ま
れ
言
葉

が
用
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
多
才
」
な
芥
川
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
質
問
に
答
え

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
安
吾
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

書
い
て
い
る
。「
芥
川
が
突
き
放
さ
れ
た
も
の
は
、
や
っ
ぱ
り
、
モ
ラ
ル
を
超

え
た
も
の
で
あ
り
ま
す
」。「
芥
川
の
想
像
も
で
き
な
い
よ
う
な
、
事
実
で
も
あ

り
、
大
地
に
根
の
下
り
た
生
活
で
も
あ
っ
た
。
芥
川
は
そ
の
根
の
下
り
た
生
活

に
、
突
き
放
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
」（「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」）。

エ
ピ
ソ
ー
ド
中
の
芥
川
は
農
民
作
家
の
問
い
に
対
し
て
、
道
徳
的
な
「
生

活
」
に
つ
い
て
考
え
た
。
だ
が
、
安
吾
は
そ
れ
を
否
定
す
る
。
こ
こ
で
安
吾
の

い
う
「
突
き
放
さ
れ
た
」
と
は
、
道
徳
的
に
正
し
い
「
生
活
」
な
ど
ど
こ
に
も

な
い
、
た
だ
そ
れ
を
求
め
て
い
る
人
間
が
存
在
す
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

わ
れ
わ
れ
が
「
生
活
」
と
対
決
し
、
真
に
自
己
の
「
生
活
」（
人
生
）
を
追
求

す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
こ
こ
か
ら
思
考
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ

ば
、
芥
川
は
、
農
民
作
家
の
善
い
か
悪
い
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
そ
れ
に

答
え
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
問
い
と
答
え
を
求
め
さ

せ
る
も
の
が
何
か
を
、
自
己
に
問
う
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
芥
川
は
自
己
の

外
側
の
価
値
（
道
徳
）
に
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
い
か
に
し
て
真
に

自
己
の
「
生
活
」
を
生
き
ら
れ
る
の
か
を
、
自
分
自
身
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。

芥
川
が
求
め
た
よ
う
に
、「
モ
ラ
ル
」
や
「
社
会
性
」
に
従
え
ば
、
人
は
正

し
い
「
生
活
」
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
、
自
己
を
守

る
も
の
と
し
て
「
モ
ラ
ル
」
や
「
社
会
性
」
を
利
用
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い

の
か
。
安
吾
は
「
モ
ラ
ル
が
な
い
こ
と
、
突
き
放
す
こ
と
」
を
「
ふ
る
さ
と
」
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と
呼
ん
だ
。「
モ
ラ
ル
が
な
い
こ
と
、
突
き
放
す
こ
と
、
私
は
こ
れ
を
文
学
の

否
定
的
な
態
度
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
文
学
の
建
設
的
な
も
の
、
モ

ラ
ル
と
か
社
会
性
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
こ
の
「
ふ
る
さ
と
」
の
上
に
立
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
と
思
う
も
の
で
す
」（
同
右
）。「
モ
ラ
ル
」
や
「
社

会
性
」
は
自
己
の
外
側
の
価
値
で
し
か
な
い
。
そ
の
よ
う
な
も
の
が
、
自
己
の

「
生
活
」（
人
生
）
に
、
真
の
納
得
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
は
な
い
。
や
は
り
そ

れ
ら
を
「
突
き
放
」
し
、
自
己
の
内
に
問
う
て
い
く
し
か
な
い
。「
モ
ラ
ル
」

や
「
社
会
性
」
が
自
己
の
「
生
活
」
を
決
め
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
で
自

己
の
「
生
活
」
を
考
え
決
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
際
、
安
吾
は
そ
の
よ
う
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
た
。「
私
は
差
引
計
算
や
、

バ
ラ
ン
ス
を
と
る
心
掛
が
好
き
で
は
な
い
。
自
分
自
身
を
潔
く
投
げ
だ
し
て
、

そ
れ
自
体
の
中
に
救
い
の
路
を
も
と
め
る
以
外
に
正
し
さ
は
な
い
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
と
も
か
く
私
自
身
の
た
っ
た
一
つ
の
確
信
だ
っ
た
」（「
い
づ
こ
へ
」）。
安

吾
は
「
苦
痛
」
に
直
面
し
た
時
、「
自
分
自
身
を
潔
く
投
げ
だ
し
」、「
そ
れ
自

体
の
中
に
救
い
の
路
を
も
と
め
」
よ
う
と
「
ま
っ
と
う
」
に
生
き
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

安
吾
の
よ
う
に
「
ま
っ
と
う
」
に
生
き
て
い
る
な
ら
ば
、
一
生
の
う
ち
一
度

は
自
己
が
何
の
た
め
に
生
き
る
の
か
を
、「
哲
学
」
的
に
考
え
た
こ
と
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
過
程
で
、「
生
活
」
の
意
義
を
見
出
せ
た
と
し
て
も
、

人
は
最
終
的
に
「
死
」
と
い
う
運
命
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
で
に

見
て
き
た
よ
う
に
、
安
吾
は
「
死
」
を
自
己
の
「
哲
学
」
の
前
提
と
し
て
い
た
。

安
吾
は
「
死
」
に
つ
い
て
、「
日
本
文
化
私
観
」
の
中
で
、
こ
う
い
っ
て
い
た
。

「
人
は
必
ず
死
ぬ
。
死
あ
る
が
た
め
に
、
喜
怒
哀
楽
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
い

つ
ま
で
た
っ
て
も
死
な
な
い
と
極
っ
た
ら
、
退
屈
千
万
な
話
で
あ
る
。
生
き
て

い
る
こ
と
に
、
特
別
の
意
義
が
な
い
」（「
日
本
文
化
私
観
」）。「
有
」
が
「
無
」
に

帰
す
、
こ
の
「
死
」
に
対
す
る
認
識
こ
そ
が
、「
生
き
て
い
る
こ
と
に
、
特
別

の
意
義
」
が
あ
る
こ
と
へ
の
自
覚
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
仕
方
な
く

「
生
活
」
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
自
己
の
「
生
活
」
か
ら
「
特
別
の
意
義
」
を

見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
己
の
「
生
活
」
に
「
特
別
の
意
義
」
を
見
出
す

た
め
に
は
、
自
己
が
「
生
活
」
の
中
で
「
あ
せ
り
ぬ
」
く
こ
と
で
、「
自
分
の

生
命
力
」
に
気
づ
く
必
要
が
あ
る
。

安
吾
が
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
愛
し
た
の
も
、
そ
う
し
た
こ
と
が
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
作
品
に
書
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。「
私
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ

ー
を
愛
す
る
の
は
彼
の
作
中
人
物
が
み
ん
な
自
分
の
生
命
力
を
感
じ
た
い
た
め

に
あ
せ
り
ぬ
い
て
い
る
、
そ
れ
が
甚
だ
な
つ
か
し
い
の
も
一
因
で
あ
る
」（「
流

浪
の
追
憶
」）。
眼
の
前
に
あ
る
「
生
活
」
を
仕
方
な
く
生
き
る
の
で
は
な
く
、

「
あ
せ
り
ぬ
」
き
な
が
ら
「
ま
っ
と
う
」
に
生
き
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の

「
作
中
人
物
」
が
、
そ
の
よ
う
に
自
己
の
「
生
活
」
を
生
き
て
い
る
点
に
、
安

吾
は
「
甚
だ
な
つ
か
」
さ
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
あ
せ
り
ぬ
」
き
、「
ま
っ
と
う
」
に
生
き
て
い
る
人
は
、
自
己
へ
「
帰
る
」

時
、
何
の
た
め
に
生
き
、
そ
し
て
ど
こ
へ
向
か
っ
て
生
き
て
い
る
の
か
を
考
え

ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
の
時
、「
必
ず
、
ふ
り
か
え
る
魔
物
が
い
る
」。
安
吾

は
こ
う
い
っ
て
い
る
。「「
帰
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
不
思
議
な
魔
物
だ
。「
帰

ら
」
な
け
れ
ば
、
悔
い
も
悲
し
さ
も
な
い
の
で
あ
る
。「
帰
る
」
以
上
、
女
房
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も
子
供
も
、
母
も
な
く
と
も
、
ど
う
し
て
も
、
悔
い
と
悲
し
さ
か
ら
逃
げ
る
こ

と
が
出
来
な
い
の
だ
。
帰
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
は
、
必
ず
、
ふ
り
か
え
る
魔

物
が
い
る
」（「
日
本
文
化
私
観
」）。
自
分
は
何
の
た
め
に
生
き
、
そ
し
て
ど
こ
へ

向
か
っ
て
生
き
て
い
る
の
か
と
考
え
る
時
、
人
は
自
己
に
「
帰
ら
」
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
自
己
に
「
帰
る
」
と
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
に
お
け
る
「
悔
い
と
悲

し
さ
」
と
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
と
い
う
の
も
、
ど
の
よ
う
な
人
生

で
あ
れ
、
ま
っ
た
く
「
悔
い
と
悲
し
さ
」
の
な
い
人
生
な
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。

人
は
自
己
に
「
帰
る
」
こ
と
で
、「
悔
い
と
悲
し
さ
」
と
向
き
合
い
、
そ
れ
を

克
服
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
た
だ
克
服
す
る
だ
け
で
は
足
り

な
い
。
人
間
は
最
終
的
に
「
死
」
ぬ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
の
「
悔
い
と
悲

し
さ
」
と
向
き
合
い
、
そ
し
て
、
そ
の
中
か
ら
新
た
な
「
生
活
」
の
「
特
別
な

意
義
」
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

自
己
の
「
悔
い
と
悲
し
さ
」
と
向
き
合
い
、
そ
の
中
か
ら
新
し
い
「
特
別
な

意
義
」
を
見
出
す
安
吾
の
「
生
活
」
の
や
り
方
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、「
魔
術
の
カ
ラ
ク
リ
」
な
し
に
、
自
分
で
「
生
命
の
火
」
を
灯
す
こ

と
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
自
己
と
の
闘
い
で
あ
る
。
例
え
ば
、
安
吾
が
三
〇

歳
の
時
、
五
年
間
の
恋
人
で
あ
っ
た
矢
田
津
世
子
へ
絶
交
の
手
紙
を
送
っ
た
。

こ
の
時
も
、
安
吾
は
自
己
に
「
帰
」
っ
た
。

そ
の
矢
田
津
世
子
は
、
私
の
あ
み
だ
し
た
生
存
の
原
理
、
魔
術
の
カ
ラ

ク
リ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
世
に
容
れ
ら
れ
ず
、
と
い
え
ば
大
き
す
ぎ
る

が
、
世
に
拗
ね
、
人
に
隠
れ
、
希
望
を
失
い
、
自
信
を
失
い
、
何
が
た
め

に
生
き
る
か
目
安
を
失
い
果
て
て
い
る
私
は
、
私
の
生
命
の
火
と
な
る
も

の
を
魔
術
の
カ
ラ
ク
リ
に
托
す
以
外
に
仕
方
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
カ
ラ
ク
リ
で
あ
る
に
し
て
も
、
と
も
か
く
、
そ
の
二
年
間
、
私

は
矢
田
津
世
子
に
よ
っ
て
生
き
て
い
た
。
そ
れ
を
生
命
の
火
と
し
て
い
た
。

そ
の
バ
カ
ら
し
さ
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
夢
に
寄
生
し
て
い
た
の
で
あ
る

（
三
十
歳
、
文
学
界
、
昭
二
三
・
五
）。

安
吾
も
「
世
に
容
れ
ら
れ
ず
」、「
世
に
拗
ね
、
人
に
隠
れ
、
希
望
を
失
い
、

自
信
を
失
い
、
何
が
た
め
に
生
き
る
か
目
安
を
失
い
果
て
て
い
る
」
場
合
、
そ

れ
が
真
に
「
生
命
の
火
」
と
な
ら
な
い
と
理
解
し
て
い
た
と
し
て
も
、「
魔
術

の
カ
ラ
ク
リ
」
と
い
う
自
己
の
外
側
の
価
値
に
拠
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
人

間
で
あ
る
な
ら
ば
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
だ
。
し
か
し
、
安
吾
は
「
そ
の
バ
カ
ら
し

さ
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
夢
に
寄
生
し
て
い
た
」
自
己
を
自
覚
し
て
い
た
。
わ

れ
わ
れ
は
真
に
「
生
活
」
を
す
る
た
め
に
、
い
か
に
し
て
「
夢
に
寄
生
」
す
る

こ
と
な
し
に
、
自
己
の
力
に
よ
っ
て
「
生
命
の
火
」
を
灯
す
こ
と
が
で
き
る
か

が
試
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
、
多
く
の
人
が
「
魔
術
の
カ
ラ
ク
リ
」
に
拠
っ

て
、「
夢
に
寄
生
」
し
て
生
き
て
い
る
。
安
吾
の
よ
う
に
、「
そ
の
バ
カ
ら
し
さ

を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
夢
に
寄
生
」
す
る
自
己
を
自
覚
し
、
自
己
の
力
に
よ
っ

て
「
生
命
の
火
」
を
灯
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
自
己
の
「
生
活
」

の
中
か
ら
、
新
た
な
「
特
別
な
意
義
」
を
見
出
せ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
こ
の
「
世
界
」
の
ど
こ
か
に
予
め
「
特
別
な
意
義
」
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
生
き
る
「
世
界
」
と
は
「
む
ご
た
ら
し
く
、
救
い
の
な
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い
も
の
」
で
あ
る
。「
生
存
の
孤
独
と
か
、
我
々
の
ふ
る
さ
と
と
い
う
も
の
は
、

こ
の
よ
う
に
む
ご
た
ら
し
く
、
救
い
の
な
い
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
私
は
、

い
か
に
も
、
そ
の
よ
う
に
、
む
ご
た
ら
し
く
、
救
い
の
な
い
も
の
だ
と
思
い
ま

す
」（「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」）。
安
吾
は
日
本
の
「
伝
統
」
を
含
め
て
、
あ
ら
ゆ
る

現
実
の
「
生
活
」
か
ら
遊
離
し
た
価
値
を
信
じ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
安
吾
は
、
そ

の
よ
う
な
価
値
を
信
じ
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
人
間
の
認
識
が
個
々
人
の

「
生
活
」
の
視
座
を
通
過
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
を
越
え
た
客
観
的
で
、
一
元

的
な
価
値
な
ど
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
人
間
の
「
生
活
」
の
視
座
を

通
過
す
れ
ば
、
い
か
な
る
価
値
も
主
観
的
に
処
理
さ
れ
た
も
の
に
な
る
。
そ
れ

ら
の
価
値
に
「
説
明
」
が
施
さ
れ
、
あ
た
か
も
自
然
に
存
在
し
て
い
た
か
の
よ

う
に
固
定
化
さ
れ
、
い
つ
し
か
「
信
仰
」
の
対
象
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
思
考
が
生
み
出
す
価
値
の
発
生
源
を
、
安
吾
は
「
生
活
」
の
視
座
か

ら
辿
っ
て
い
く
。
こ
の
「
世
界
」
が
、
結
局
「
む
ご
た
ら
し
く
、
救
い
の
な
い

も
の
」
だ
と
す
れ
ば
、
人
間
が
「
信
仰
」
し
て
い
る
価
値
も
「
む
ご
た
ら
し
く
、

救
い
の
な
い
も
の
」
で
し
か
な
い
。
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
人
間
が
真
に
救
わ
れ

る
こ
と
は
な
い
。
安
吾
に
よ
る
「
生
活
」
の
視
座
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
「
世
界
」
観
が
得
ら
れ
る
の
だ
。
一
見
す
れ
ば
、
こ
れ
は
ニ

ヒ
リ
ス
テ
ッ
ク
な
「
世
界
」
観
で
あ
る
が
、
安
吾
は
「
ま
っ
と
う
」
に
「
生

活
」
す
る
た
め
に
、「
魔
術
の
カ
ラ
ク
リ
」
と
い
う
自
己
の
外
側
の
価
値
に
拠

ら
な
い
、
真
の
「
生
活
」
を
追
求
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
神
の
い
な
い
日
本
で
、「
魔
術
の
カ
ラ
ク
リ
」
に
拠
ら
ず
に
「
生

活
」
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
あ
る
種
の
「
日
本
の
現
代
思
想
」
が
示
し

た
よ
う
に
、
本
来
「
生
活
」
す
る
こ
と
に
意
味
や
目
的
は
な
い
、
あ
る
い
は
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
も
仕
方
な
い
と
考
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
自
己

の
「
生
活
」
の
根
幹
に
関
わ
る
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
生
き
る
こ
と
自
体
に
意
味

が
な
い
と
い
う
思
考
に
陥
る
。
確
か
に
考
え
て
も
仕
方
の
な
い
こ
と
を
、
考
え

る
こ
と
は
苦
痛
で
し
か
な
い
。
人
間
は
無
意
味
な
こ
と
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
や
目
的
の
な
い
「
生
活
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に

対
し
て
は
、「
シ
ラ
ケ
つ
つ
ノ
リ
、
ノ
リ
つ
つ
シ
ラ
ケ
る
」
か
、「
ふ
み
と
ど
ま

っ
た
り
せ
ず
、
と
に
か
く
逃
げ
る
」
と
い
う
態
度
を
と
る
方
が
楽
な
の
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
一
端
こ
の
よ
う
な
思
考
に
陥
れ
ば
、「
生
活
」
は
無
意
味

な
も
の
に
な
り
、
人
は
虚
し
さ
の
中
で
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。「
生

活
」
に
対
す
る
気
力
も
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
場
合
、
人
間
は
自
ら
「
死
」
を

選
ぶ
場
合
さ
え
あ
り
得
る
。
こ
う
し
た
思
考
を
破
壊
す
る
た
め
に
、
自
ら
が
真

に
何
を
欲
す
る
の
か
、
そ
の
「
生
活
の
必
要
」
を
徹
底
的
に
追
求
す
る
必
要
が

あ
る
の
だ
。
た
と
え
「
生
活
」
が
「
む
ご
た
ら
し
く
、
救
い
の
な
い
も
の
」
で

あ
っ
て
も
、「
生
活
の
必
要
」
を
徹
底
す
る
こ
と
で
、
真
に
自
己
が
欲
す
る
も

の
が
出
現
し
て
く
る
は
ず
だ
。
だ
が
、
こ
こ
で
、「
シ
ラ
ケ
つ
つ
ノ
リ
、
ノ
リ

つ
つ
シ
ラ
ケ
る
」
か
、「
ふ
み
と
ど
ま
っ
た
り
せ
ず
、
と
に
か
く
逃
げ
」
た
り

す
れ
ば
、
耐
え
難
い
状
態
に
な
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
安
吾
は
こ
れ
を
克
服
し

た
先
に
、
真
の
新
た
な
「
生
活
」
を
予
感
す
る
。

漠
然
と
し
た
哀
愁
は
畢
竟
す
る
に
そ
の
漠
然
と
し
た
形
の
ま
ま
死
か
生

か
の
分
岐
点
ま
で
押
し
つ
め
突
き
つ
め
て
行
く
よ
り
ほ
か
に
仕
方
が
な
い

⑪

⑫

⑬

⑭
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悲
し
さ
な
の
だ
。
そ
の
極
ま
っ
た
分
岐
点
で
死
を
選
ぶ
な
ら
、
そ
れ
は
そ

れ
で
仕
方
が
な
い
。
併
し
も
し
生
き
る
こ
と
を
選
ぶ
な
ら
、（
選
ぶ
と
い

う
よ
り
も
そ
の
と
き
に
は
生
き
る
力
と
化
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
）
ま
こ
と

に
生
き
生
き
と
し
た
文
学
は
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
の
だ
と
私
は
考
え
て
い

る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
そ
う
だ
っ
た
の
だ
。
彼
の
文
学
は
悲
願
そ
れ

自
体
で
は
な
く
、
そ
れ
が
極
点
に
於
て
生
き
る
こ
と
に
向
き
直
っ
た
と
こ

ろ
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
生
き
生
き
と
し
た
真
に
新
ら
た
な
倫

理
は
そ
こ
か
ら
誕
生
し
て
く
る
に
違
い
な
い
。
従
而
、
私
は
悲
願
そ
の
も

の
に
は
余
り
多
く
を
期
待
し
な
い
。
我
々
の
時
代
の
多
く
の
若
者
が
こ
の

悲
願
に
追
わ
れ
は
じ
め
て
い
る
。
併
し
そ
の
多
く
の
人
が
途
中
で
誤
魔
化

す
、
極
め
て
安
易
な
習
慣
的
な
考
察
法
へ
そ
の
人
生
観
の
方
向
を
逃
が
し

て
了
う
、
又
あ
る
人
は
そ
の
極
点
へ
押
し
つ
め
ぬ
う
ち
に
極
め
て
こ
れ
も

習
慣
的
な
自
殺
を
企
て
て
し
ま
っ
た
り
す
る
。
こ
の
悲
願
を
真
に
正
し
く

押
し
つ
め
る
こ
と
は
甚
だ
難
い
の
だ
。
併
し
や
が
て
こ
の
悲
願
を
正
し
く

渡
り
き
っ
た
向
う
側
か
ら
新
ら
し
い
文
学
が
生
ま
れ
て
く
る
だ
ろ
う
と
私

は
確
信
し
て
い
る
（
悲
願
に
就
て
、
作
品
、
昭
一
〇
・
三
）。

「
生
活
」
上
の
「
漠
然
と
し
た
哀
愁
」
は
、
真
に
深
く
大
き
い
。
そ
れ
は
人

を
「
漠
然
と
し
た
形
の
ま
ま
死
か
生
か
の
分
岐
点
」
に
ま
で
追
い
詰
め
る
ほ
ど

の
も
の
だ
。
だ
が
、
安
吾
は
い
う
。「
も
し
生
き
る
こ
と
を
選
ぶ
な
ら
」、「
ま

こ
と
に
生
き
生
き
と
し
た
文
学
は
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
の
だ
」
と
。
自
己
の

「
生
活
」
の
中
に
は
、「
漠
然
と
し
た
哀
愁
」
が
あ
る
が
、「
生
き
る
こ
と
に
向

き
直
っ
た
と
こ
ろ
」
に
真
の
「
生
活
」
が
あ
る
。

安
吾
に
と
っ
て
、「
生
活
」（
人
生
）
と
は
あ
る
種
の
闘
い
で
あ
っ
た
。「
生

活
」
す
る
過
程
で
、
自
ら
「
死
」
を
選
ぶ
ほ
ど
の
「
漠
然
と
し
た
哀
愁
」
を
感

じ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
安
吾
が
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
を
「
途
中
で
誤
魔
化

す
、
極
め
て
安
易
な
習
慣
的
な
考
察
法
」
を
し
た
り
、「
習
慣
的
な
自
殺
を
企

て
て
し
ま
っ
た
」
り
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
短
い
人
生
で
何
も
得
る
こ
と
が

で
き
な
い
だ
ろ
う
。
今
、
自
己
の
「
生
活
」
に
対
し
て
「
漠
然
と
し
た
哀
愁
」

を
感
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
「
極
点
へ
押
し
つ
め
」、「
こ
の
悲
願
を
正
し
く

渡
り
き
っ
た
向
う
側
」
に
真
の
「
生
活
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。

安
吾
の
「
生
活
」
と
い
う
視
座
は
、
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ッ
ク
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、「
日
本
の
現
代
思
想
」
と
は
異
な
る
。
安
吾
の
そ
れ
は
、
単
に
近
代
的

主
体
を
「
脱
構
築
」
す
る
と
い
う
の
と
は
異
な
る
。
む
ろ
ん
、「
脱
構
築
」
の

有
効
性
を
否
定
は
し
な
い
。
だ
が
、
い
か
に
し
て
真
に
「
生
活
」
し
、
自
己
の

人
生
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
問
う
時
、「
脱
構
築
」
す
る
だ
け
で
は
、

「
生
活
」
の
「
特
別
な
意
義
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
自
己
の

人
生
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
再
び
自
己
に
「
帰
」
り
、「
漠
然
と
し

た
哀
愁
」
と
闘
い
、
そ
れ
を
克
服
し
な
け
れ
ば
、
真
に
「
生
活
」
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
安
吾
を
読
む
こ
と
は
「
シ
ラ
ケ
つ
つ
ノ
リ
、
ノ
リ
つ
つ
シ
ラ
ケ

る
」、「
ふ
み
と
ど
ま
っ
た
り
せ
ず
、
と
に
か
く
逃
げ
る
」、
そ
の
よ
う
な
人
々
に
、

正
解
と
は
い
え
な
い
が
、
自
己
の
「
生
活
」
を
見
つ
め
直
す
機
会
を
与
え
て
く

れ
る
。
安
吾
の
「
生
活
」
と
い
う
視
座
と
は
、
そ
の
よ
う
な
「
哲
学
」
な
の
だ

と
私
は
思
う
。
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㈣ 
お
わ
り
に

安
吾
に
お
け
る
「
生
活
」
の
本
義
は
、「
文
化
」、「
伝
統
」
／
「
生
活
」
と

い
う
文
化
論
的
な
枠
組
み
だ
け
で
は
捉
え
き
れ
な
い
。
安
吾
の
そ
れ
は
、
む
し

ろ
哲
学
論
的
な
の
で
あ
る
。
安
吾
が
「
生
活
」
と
い
う
時
、
彼
が
重
視
し
た
の

は
、
人
が
「
生
活
」
す
る
過
程
で
遭
遇
す
る
「
苦
悩
」
を
、
い
か
に
し
て
克
服

し
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い
換
え
れ
ば
、
自
己
の
「
生
活
」（
人

生
）
を
再
構
築
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
自
己
の
「
生
活
の
必

要
」
を
、
自
己
の
内
に
問
い
、
真
の
自
己
と
真
の
「
生
活
」
を
発
見
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
に
な
る
。

安
吾
の
場
合
、「
書
く
」
と
い
う
行
為
が
特
に
重
要
で
あ
っ
た
。「
書
い
た
と

き
、
書
く
こ
と
が
生
活
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
疑
え
な
い
」、「
私
は
然
し
、

生
き
て
い
る
か
ら
、
書
く
だ
け
で
、
私
は
、
と
に
か
く
、
生
き
て
お
り
、
生
き

つ
づ
け
る
つ
も
り
で
い
る
の
だ
」（
私
は
誰
？
、
新
生
、
昭
二
二
・
三
）。
安
吾
は
「
書

く
」
こ
と
で
、
真
の
自
己
と
真
の
「
生
活
」
を
形
成
し
よ
う
し
た
。
安
吾
が

「
書
く
」
時
に
追
求
し
た
の
が
「
必
要
」
だ
っ
た
。「
美
し
く
見
せ
る
た
め
の
一

行
が
あ
っ
て
も
な
ら
ぬ
。
美
は
、
特
に
美
を
意
識
し
て
成
さ
れ
た
所
か
ら
は
生

れ
て
こ
な
い
。
ど
う
し
て
も
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
書
く
必
要
の
あ
る
こ
と
、

た
だ
、
そ
の
や
む
べ
か
ら
ざ
る
必
要
に
の
み
応
じ
て
、
書
き
つ
く
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
」。「
そ
う
し
て
、
こ
の
「
や
む
べ
か
ら
ざ
る
実
質
」
が
も
と
め
た
所

の
独
自
の
形
態
が
、
美
を
生
む
の
だ
」（「
日
本
文
化
私
観
」）。「
必
要
」
こ
そ
が
、

「
美
」
を
生
み
出
す
。
こ
の
よ
う
な
思
考
は
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
必

要
」
か
ら
離
れ
た
言
葉
は
、
や
が
て
「
た
ん
な
る
知
識
」、「
肉
体
の
な
い
知

識
」
に
化
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

と
こ
ろ
が
、
安
吾
に
は
「
生
活
」
上
の
あ
ら
ゆ
る
「
苦
悩
」
を
、
自
力
で
克

服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
が
あ
る
。
安
吾
の
思
考
に
は
、
他
者
理

解
の
不
可
能
性
が
根
底
に
あ
る
か
ら
だ
。
例
え
ば
、
安
吾
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。

「
世
に
理
解
せ
ら
れ
ざ
る
こ
と
は
、
文
学
の
み
な
ら
ん
や
、
人
す
べ
て
の
宿
命

で
は
な
い
か
。
人
は
す
べ
て
理
解
せ
ら
れ
る
こ
と
を
欲
し
、
そ
し
て
理
解
さ
れ

て
は
い
な
い
の
だ
」（「
私
は
誰
？
」）。
だ
が
、
自
己
の
「
生
活
」
を
再
構
築
す
る

時
、
安
易
に
他
力
を
求
め
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
他
者
に
助
力
を
求
め
る
こ
と

が
あ
っ
て
も
良
い
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。

人
間
が
「
人
間
」
た
り
得
る
条
件
は
、
各
個
人
が
還
元
不
可
能
な
価
値
を
有

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
還
元
不
可
能
な
人
間
存
在
で
あ
る
自
己
と
他

者
の
関
係
は
、
相
衝
突
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
相
互
補
完
的
に
な
っ
て

い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
分
析
方
法
や
認
識
の
仕
方
は
、
哲
学
者

（
思
想
家
）
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
他
者
と
の
何
ら
か
の
関
係
に
お
い
て
、
自

己
と
い
う
存
在
が
成
立
し
て
い
る
と
考
え
る
点
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
哲
学
者
の

間
で
共
通
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
（Im

m
anuel 

K
ant

）
は
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
い
っ

て
い
る
。「
汝
の
人
格
な
ら
び
に
他
の
あ
ら
ゆ
る
人
の
人
格
に
お
け
る
人
間
性

を
常
に
同
時
に
目
的
と
し
て
取
り
扱
い
、
決
し
て
単
に
手
段
と
し
て
の
み
取
り

扱
わ
な
い
よ
う
に
行
為
せ
よ
」。
カ
ン
ト
は
、「
人
間
」
が
皆
理
性
的
で
あ
り
、

各
個
人
の
自
由
と
意
志
が
平
等
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。
理
性
的
な
意

志
を
有
し
自
由
で
あ
る
自
己
は
、
他
者
の
自
由
や
意
志
を
も
認
め
な
け
れ
ば
な

⑮
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ら
な
い
と
い
う
観
念
を
有
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
人
間
の
平
等
と
い
う
観
念
も

有
す
る
の
で
あ
る
。
各
個
人
は
「
人
間
自
体
が
も
つ
目
的
性
」
ゆ
え
に
、
た
と

え
自
己
が
他
者
の
「
目
的
」
と
な
っ
た
と
し
て
も
、「
目
的
」
と
し
て
の
人
間

は
、
皆
平
等
に
そ
の
自
由
と
意
志
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う

な
意
味
で
、
自
己
と
他
者
と
の
相
互
補
完
的
関
係
（
人
間
の
平
等
）
が
保
た
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
は
、
自
己
が
還
元
不
可
能
な
至
上
の
存
在

で
あ
る
と
い
う
認
識
と
自
己
以
外
の
他
者
の
存
在
に
対
す
る
認
識
な
し
に
は
成

立
し
得
な
い
。

確
か
に
、
自
己
の
「
生
活
」（
人
生
）
を
い
か
に
生
き
る
か
は
、
自
分
自
身

で
決
め
る
こ
と
だ
。
だ
が
、
そ
こ
に
到
達
す
る
た
め
の
、
還
元
不
可
能
な
存
在

で
あ
る
自
己
の
「
生
活
」
の
再
構
築
に
は
、
自
己
と
相
互
補
完
的
関
係
に
あ
る

他
者
の
存
在
も
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
安
吾
は
、
他
者
理
解
が
不
可
能
だ
と

考
え
て
い
た
た
め
、
他
者
に
助
力
を
求
め
る
こ
と
を
嫌
っ
た
。
こ
の
他
者
理
解

と
い
う
も
の
が
、
安
吾
の
「
哲
学
」
に
は
欠
如
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
注
意
す

れ
ば
、
安
吾
の
「
哲
学
」
は
、
多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
必
要
な
思
考
の
資
源

に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

①	

安
吾
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、『
坂
口
安
吾
全
集
』
全
一
八
巻
（
ち
く
ま
文
庫

版
、
平
元
─
平
三
）
に
拠
っ
た
。

②	

山
本
明
「
安
吾
の
生
活
重
視
思
想
─
戦
後
体
験
に
お
け
る
太
宰
治
と
の
ち
が

い
」（「
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
」、
學
燈
社
、
昭
五
四
に
所
収
）
二
九

頁

③	

西
川
長
夫
の
「
二
つ
の
『
日
本
文
化
私
観
』
─
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
と
坂
口
安

吾
」（『
増
補　

国
境
の
越
え
方
─
国
民
国
家
論
序
説
』、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ

ー
、
平
一
三
に
収
録
）
三
一
六
頁

④	

同
右　

三
二
五
頁

⑤	

柄
谷
行
人
『
坂
口
安
吾
と
中
上
健
次
』、
講
談
社
文
芸
文
庫
、
平
一
八
、
二
七

頁

⑥	

花
田
俊
典
「
悲
願
に
つ
い
て
─
坂
口
安
吾
「
日
本
文
化
私
観
」
再
考
」（「
九
大

日
文
」 

、
九
州
大
学
日
本
語
文
学
会
、
平
一
五
に
所
収
）

⑦	

同
右

⑧	

花
田　

前
掲
論
文

⑨	

西
田
幾
多
郎
「
知
識
の
客
観
性
に
つ
い
て
」（『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
九
巻
、

岩
波
書
店
、
平
一
四
に
収
録
）
四
六
一
頁

⑩	

務
台
理
作
「
学
究
時
代
の
思
い
出
」（『
務
台
理
作
著
作
集
』
第
五
巻
、
こ
ぶ
し

書
房
、
平
一
三
に
収
録
）、
三
〇
〇
頁

⑪	

丸
山
真
男
『
日
本
の
思
想
』（
岩
波
新
書
、
昭
三
六
）
の
中
で
、「
理
論
信
仰
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
自
由
な
主
体
が
厳
密
な
方
法
的
自

覚
に
た
っ
て
、
対
象
を
概
念
的
に
整
序
し
、
不
断
の
検
証
を
通
じ
て
こ
れ
を
再

構
成
し
て
ゆ
く
精
神
」
が
、「
日
本
の
思
想
」
に
は
欠
如
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
、「
現
実
か
ら
の
抽
象
化
作
用
よ
り
も
、
抽
象
化
さ
れ
た
結
果
が
重
視
さ
れ

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
理
論
や
概
念
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
意
味
を
失
っ
て

か
え
っ
て
一
種
の
現
実
に
転
化
さ
れ
て
し
ま
う
」（
五
八
頁
）。
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⑫	
仲
正
昌
樹
『
日
本
の
現
代
思
想
』（
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
、
平
一
八
）
を
参
照
。

本
論
で
の
「
日
本
の
現
代
思
想
」
と
は
、
仲
正
が
説
明
す
る
よ
う
な
、
一
九
八

〇
年
代
に
注
目
さ
れ
た
思
想
の
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
ら
の
思
想
は
、
突
然
八
〇

年
代
に
現
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
日
本
式
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
代
替

と
し
て
の
意
味
合
い
が
ふ
く
ま
れ
て
い
」
る
（
二
三
頁
）。「
日
本
の
現
代
思
想
」

を
体
現
す
る
の
は
、『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
の
正
隆
の
よ
う
な
「「
バ

カ
み
た
い
に
な
っ
て
一
つ
の
こ
と
に
熱
中
」
し
て
物
事
を
考
え
た
り
し
な
い
け

れ
ど
、「
頭
の
中
は
空
っ
ぽ
」
で
は
な
く
、「
醒
め
切
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
」

と
い
う
よ
う
な
中
途
半
端
な
若
者
で
あ
る
」（
一
五
八
頁
）。

⑬	

浅
田
彰
『
構
造
と
力
─
記
号
論
を
超
え
て
』、
勁
草
書
房
、
昭
五
八
、
六
頁

⑭	

浅
田
彰
『
逃
走
論
─
ス
キ
ゾ
・
キ
ッ
ズ
の
冒
険
』、
ち
く
ま
文
庫
、
昭
六
一
、

一
一
頁

⑮	

カ
ン
ト
著
／
深
作
守
文
訳
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』（『
カ
ン
ト
全

集
』
第
七
巻
、
理
想
社
、
昭
四
〇
に
収
録
）
七
五
頁
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The philosophical meaning of “Life”

KOIKE, Akira

Generally, We have considered Ango’s “Nihon Bunka Shikan（日本文化私観）" as the 

work of anti-traditionalism. Can we understand it as anti-traditionalism? It isn’t the right 

solution. How should we understand it? Generally speaking, we read his works from the 

point of view of "corruption（堕落）".  However, it is his thought of medium-term. It isn’t 

through his life.

What is his consistent philosophical thinking? This is thinking about living “Life”. A 

thorough philosophical thinking about “Life” is the role of philosophy. Japanese philosophy 

has aimed for understanding Japanese’ “Life”. Through this work, he didn’t take a defiant 

attitude toward Japanese tradition. He tried to make it clear where Real life is different 

from Japanese tradition praised by “Bruno Taut”. And he thought about the Japanese 

“Life”.


