
- 1 -

月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
巻

四
月
号

良
心
に
恥
じ
な
い
と
は

良
心
に

恥
じ
な
い
よ
う
に

し
な
さ
い

は
い

わ
た
し
の
良
心
に

し
た
が
っ
て

や
り
ま
す

あ
な
た
の
良
心
で
は
な
く

わ
た
し
の
良
心
に
で
す

良
心
は
自
由
で
す
か
ら

こ
こ
ろ
の
闇

こ
こ
ろ
の
闇
は

他
己
の

喪
失
に
あ
る
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
六
三
）

―

―

『
正
法
眼
蔵
』
解
説
（
七
）

現
成
公
案
を
続
け
ま
す
。

人
は
じ
め
て
法
を
も
と
む
る
と
き
、
は
る
か
に
法
の
辺
際

を
離
却
せ
り
。
法
す
で
に
お
の
れ
に
正
伝
す
る
と
き
、
す
み

や
か
に
本
分
人
な
り
。

人
、
舟
に
の
り
て
ゆ
く
に
、
目
を
め
ぐ
ら
し
て
岸
を
見
れ

ば
、
き
し
の
う
つ
る
と
あ
や
ま
る
。
目
を
し
た
し
く
舟
に
つ

く
れ
ば
、
ふ
ね
の
す
す
む
を
し
る
が
ご
と
く
、
身
心
を
乱
想

し
て
万
法
を
弁
肯
（
べ
ん
こ
う
）
す
る
に
は
、
自
心
自
性
は

常
住
な
る
か
と
あ
や
ま
る
。
も
し
行
李
（
あ
ん
り
）
を
し
た

し
く
し
て
箇
裏
（
こ
り
）
に
帰
す
れ
ば
、
万
法
の
わ
れ
に
あ

ら
ぬ
道
理
あ
き
ら
け
し
。

例
に
よ
っ
て
、
玉
城
康
四
郎
氏
の
現
代
語
訳
は
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。

人
が
は
じ
め
て
法
を
求
め
る
と
き
、
実
は
か
え
っ
て
法
の

あ
り
か
を
離
れ
て
い
る
。
法
が
自
分
に
正
し
く
伝
わ
っ
た
と

き
、
た
ち
ま
ち
本
来
の
人
と
な
る
。

た
と
え
ば
、
人
が
舟
に
乗
っ
て
進
む
場
合
に
、
岸
の
方
へ

、

。

眼
を
や
る
と

あ
た
か
も
岸
が
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

し
か
し
眼
を
舟
の
方
へ
向
け
る
と
、
舟
の
進
ん
で
い
る
こ
と

。

、

、

が
分
か
る

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に

身
心
が
乱
れ
た
ま
ま
で

周
囲
を
見
廻
し
て
み
る
と
、
わ
が
心
、
わ
が
本
性
は
、
不
変

の
も
の
で
あ
る
か
と
思
い
誤
る
。
し
か
し
、
日
常
の
行
動
に

即
し
て
本
来
の
自
分
に
帰
っ
て
み
る
と
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

も
の
が
無
我
で
あ
る
と
い
う
道
理
が
、
明
白
と
な
る
。

結
構
、
難
し
い
よ
う
で
す
。
玉
城
氏
の
現
代
語
訳
を
読
ん
で
頂

け
れ
ば
お
分
か
り
の
よ
う
に
、
難
し
い
言
葉
は
な
い
と
思
い
ま
す

が
、
で
も
、
こ
れ
が
、
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
な
ん
だ
か
、
よ

く
お
分
か
り
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
が
理
解

し
た
と
こ
ろ
を
、
解
説
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
初
の
段
落
部
分
の
「
人
は
じ
め
て
法
を
も
と
む
る
と
き
、
は

る
か
に
法
の
辺
際
を
離
却
せ
り
。
法
す
で
に
お
の
れ
に
正
伝
す
る

と
き
、
す
み
や
か
に
本
分
人
な
り

」
で
す
が
、
人
が
は
じ
め
て

。

法
を
求
め
る
と
き
、
な
ぜ
、
法
か
ら
離
れ
て
い
る
、
と
い
え
る
の

で
し
ょ
う
か
。
結
構
、
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

私
の
理
論
で
言
い
ま
す
と
、
人
は
生
ま
れ
た
と
き
、
自
己
と
法

（
他
己
）
は
不
離
一
体
な
の
で
す
。
未
分
化
の
ま
ま
、
統
合
さ
れ

て
い
る
、
と
言
え
る
の
で
す
。
で
も
、
成
長
の
途
中
で
、
人
間
は



- 3 -

段
々
と
出
来
る
こ
と
が
増
え
て
い
き
ま
す
が
、
実
は
、
そ
れ
は
、

人
が
自
己
へ
の
執
着
を
強
め
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。
つ

ま
り
、
こ
こ
の
言
葉
で
言
い
ま
す
と
「
法
の
辺
際
か
ら
離
却
」
し

て
行
く
の
で
す
。
仏
教
的
に
言
い
ま
す
と
、
煩
悩
に
取
り
囲
ま
れ

て
行
く
、
と
言
え
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
人
が
、
は
じ
め
て
法
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
に

は
、
法
の
あ
り
か
か
ら
離
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
す
。

そ
う
し
た
情
況
の
た
と
え
が
、
次
の
段
落
で
述
べ
ら
れ
て
い
ま

す
。
ま
ず

「
人
、
舟
に
の
り
て
ゆ
く
に
、
目
を
め
ぐ
ら
し
て
岸

、

を
見
れ
ば
、
き
し
の
う
つ
る
と
あ
や
ま
る
。
目
を
し
た
し
く
舟
に

つ
く
れ
ば
、
ふ
ね
の
す
す
む
を
し
る
」
の
部
分
で
す
が
、
こ
の
部

分
は
、
ど
な
た
も
体
験
が
お
あ
り
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
ご
理
解

頂
け
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
次
の
部
分
は
結
構
、
難
し
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

舟
に
乗
っ
て
い
る
と
き
と
同
じ
よ
う
に
「
身
心
を
乱
想
し
て
万

法
を
弁
肯
（
べ
ん
こ
う
）
す
る
に
は
、
自
心
自
性
は
常
住
な
る
か

と
あ
や
ま
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

「
身
心
を
乱
想
し
て
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
に
も
こ
の
文
字
通

り
心
や
体
を
乱
し
て
想
（
お
も
）
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
普
通
の
人
が
万
法
を
見
る
と
き
の
態
度
が
、
身
心
を
乱
想
し

て
い
る
、
と
評
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
は
、
舟
と
岸
の
よ
う
に
、
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
と

が
、
相
対
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ど
ち
ら
が
基
準
に
な
る
か
は
、

そ
の
時
、
そ
の
時
の
状
況
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
、
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
。

、

、

い
ま

多
く
の
人
々
が
最
も
関
心
が
あ
る
こ
と
で
言
い
ま
す
と

こ
ち
ら
の
損
は
相
手
の
得
に
な
り
、
こ
ち
ら
の
得
は
相
手
の
損
に

な
る
、
と
い
っ
た
こ
と
で
す
。
お
布
施
と
い
う
教
え
を
失
っ
た
い

ま
、
そ
こ
に
は
絶
対
の
基
準
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
が
、
身
心
を
乱
想
し
て
万
法
を
見
る
（
弁
肯
す
る
＝
弁
別

し
て
首
肯
す
る
）
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、

「
自
心
自
性
は
常
住
な
る
か
と
あ
や
ま
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
す
。
自
分
の
心
の
自
性
が
恒
常
不
変
に
存
在
し
て
い
て
、
不

動
の
ご
と
く
、
思
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
相
対
に
応
じ
て
常
に
ぐ

ら
ぐ
ら
動
揺
し
て
い
る
の
に
で
す
。
そ
こ
に
は
、
安
心
立
命
は
あ

り
ま
せ
ん
。
常
に
、
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
世

界
に
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

で
は
、
そ
れ
を
、
ど
う
し
て
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
が
、
次
の
「
も
し
行
李
（
あ
ん
り
）
を
し
た
し
く
し

て
箇
裏
（
こ
り
）
に
帰
す
れ
ば
」
よ
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

そ
う
な
っ
た
時

「
万
法
の
わ
れ
に
あ
ら
ぬ
道
理
あ
き
ら
け
し
」

、

と
な
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
初
め
の
段
落
の
後
半
に
あ
り
ま
し
た

「
法
す
で
に
お
の
れ
に
正
伝
す
る
と
き
、
す
み
や
か
に
本
分
人
な

り
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
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で
は

「
行
李
（
あ
ん
り
）
を
し
た
し
く
し
て
箇
裏
（
こ
り
）

、

に
帰
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
き
わ
め
て

意
味
深
長
な
言
葉
で
、
な
か
な
か
理
解
で
き
難
い
よ
う
で
す
。

（

）

、

、

行
李

あ
ん
り

と
は

人
に
よ
っ
て
解
釈
が
違
う
の
で
す
が

私
は

「
修
行
、
あ
る
い
は
僧
が
行
う
日
常
の
一
切
の
行
動
」
を

、

い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
箇
裏
（
こ
り
）
と
は

「
そ
の
中
」
と

、

、

「

、

い
う
意
味
で
す
の
で

全
体
と
し
て
の
意
味
は

修
行
に
励
ん
で

そ
の
修
行
の
中
に
、
帰
っ
て
い
く
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
帰
っ
て
い
く
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
で
す
が
、
こ
れ
が
特
に

意
味
深
長
で
す
。
前
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
人
間
が
生
ま
れ
た

と
き
の
状
態
で
あ
る
自
己
と
法
（
他
己
）
が
不
離
一
体
で
あ
る
、

と
い
う
状
態
に
帰
っ
て
い
く
、
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は

思
え
る
の
で
す
。

そ
う
な
っ
た
と
き
が
「
法
が
お
の
れ
に
正
伝
」
し
た
と
き
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

そ
の
時

「
人
が
人
に
成
る
」
の
で
す
。
次
の
歌
は
、
も
う
何

、

度
も
紹
介
し
ま
し
た
が
、
ま
た
、
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

人
多
き

人
の
中
に
も

人
ぞ
な
き

人
に
な
れ
人

人
に
な
せ
人

人
は
人
と
し
て
生
ま
れ
ま
す
が
、
成
長
の
過
程
で

「
法
の
辺

、

際
を
離
却
」
し
て
、
人
で
な
く
な
っ
て
行
く
の
で
す
。
大
多
数
の

人
は
、
自
分
は
れ
っ
き
と
し
た
人
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
で
し
ょ

う
が
、
人
の
恰
好
を
し
て
い
ま
す
が
、
人
で
は
な
い
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
も
し
、
人
が
人
に
な
ろ
う
と
思
う
な
ら
、
人
に
な

る
修
行
が
い
る
の
で
す
。
そ
れ
も
、
た
だ
ひ
た
す
ら
、
聖
者
や
そ

の
教
え
を
信
じ
、
そ
の
教
え
に
則
っ
て
、
修
行
（
生
活
）
し
て
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ
の
ぐ
ら
い
修
行
し
た
か
ら
、

も
う
、
人
に
成
っ
た
だ
ろ
う
と
い
っ
た
計
ら
い
を
し
て
は
な
り
ま

。

、

。

、

せ
ん

ひ
た
す
ら

修
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す

で
も

末
法
あ
る
い
は
滅
法
の
い
ま
、
そ
れ
が
で
き
る
人
は
、
坊
主
の
な

か
に
す
ら
極
め
て
少
な
い
の
で
す
。

こ
う
し
た
修
行
を
重
ね
て
い
く
中
に
、
無
意
識
に
宿
し
た
仏
さ

ま
が
自
分
の
中
に
輝
き
だ
し
て
、
自
己
が
照
ら
さ
れ
る
の
で
す
。

そ
れ
を
道
元
は
「
法
が
お
の
れ
に
正
伝
す
る
」
と
言
い
表
し
て
い

。

、「

」

。

る
の
で
す

そ
の
時

す
み
や
か
に
本
分
人

と
成
る
の
で
す

ま
た
、
そ
の
時

「
万
法
の
わ
れ
に
あ
ら
ぬ
道
理
」
が
心
底
か
ら

、

理
解
で
き
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
自
己
へ
の
執
着
を
捨
て
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
最
終
的
に
は
、
自
己
の
生
命
へ
の

執
着
、
自
己
の
欲
望
へ
の
執
着
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
自
分
が
万
法
の
ま
ま
に
生
き
て
い
く
、
万
法
に
全
て

を
ま
か
せ
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
な
っ
た
と
き
、
人
は
、
こ
の
上
な
い
安
ら
ぎ
・
大
楽
を
手
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

よ

い

人

生

と

は

ど
ん
な
人
生
が

よ
い
人
生
な
の
か

そ
れ
は

個
人
一
人
ひ
と
り
が

決
め
る
こ
と
で

他
人
が
判
断
で
き
な
い

こ
と
だ
と

い
ま

多
く
の
人
が

考
え
て
い
る

こ
れ
も

ま
た

民
主
主
義
の

行
き
着
く
先
よ

春

の

食

卓

菜
の
花
を

生
け
て
食
卓

ぱ
っ
と
春

平

等

は

自

他

の

バ

ラ

ン

ス

平
等
は

自
己
と
他
己
と
の

バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と

自
己
の
自
由
に

傾
き
す
ぎ
て
も
な
ら
な
い
し

他
己
の
友
愛
に

走
り
過
ぎ
て
も
な
ら
な
い

脳

死

後

臓

器

移

植

脳
死
後
の

臓
器
移
植
が

行
わ
れ

多
く
の
議
論

沸
騰
す

そ
れ
ら
の
議
論

見
て
み
て
も

こ
と
の
本
質

分
か
ら
な
い

そ
れ
も
そ
の
は
ず

自
ら
が

自
己
に
執
ら
わ
れ

驕
慢
に

な
っ
て
命
を

弄
ぶ

い
つ
か
報
い
が

お
と
ず
れ
て
く
る

あ

や

ま

り

ま

せ

ん

こ
ん
な
こ
と
を
し
て

だ
め
で
し
ょ
う

あ
や
ま
り
な
さ
い

あ
や
ま
る
か
ど
う
か
は

良
心
の
自
由
に
従
っ
て

き
め
ま
す

わ
た
し
の
良
心
は

あ
や
ま
ら
な
く
て
も
よ
い

と
判
断
し
て
い
ま
す

だ
か
ら

あ
や
ま
り
ま
せ
ん
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悪

ガ

キ

は

教

育

か

厳

罰

か

悪
ガ
キ
は

教
育
す
べ
き
か

厳
罰
か

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も

も
め
て
い
る

民
主
主
義

教
育
機
能
は

失
わ
れ

子
ど
も
も
王
さ
ま

み
な
一
人
前

平

等

と

は

平
等
は

等
し
く
は
か
る

こ
と
と
知
れ

そ
の
真
髄
は

無
意
識
の

我
と
如
来
の

一
体
ぞ

意
識
レ
ベ
ル
で

言
う
な
ら
ば

我
を
制
し
て

人
愛
す

そ
の
統
合
を

は
か
る
こ
と

子

ど

も

の

義

務

は

子
ど
も
の
権
利
は

声
だ
か
に

う
た
わ
れ
る
の
に

義
務
は

ま
っ
た
く
問
題
に
も

な
ら
な
い

子
ど
も
の
義
務
は

お
と
な
の
言
い
つ
け
に

素
直
に
従
う
こ
と

な
の
に

せ

っ

つ

か

れ

た

現

代

人

早
く
し
な
さ
い

い
つ
も

せ
っ
つ
か
れ
て
い
る

現
代
人

そ
れ
が

子
ど
も
の
こ
こ
ろ
を

だ
め
に
す
る

米

国

こ

そ

人

権

蹂

躙

国

中
国
が

ア
メ
リ
カ
こ
そ
は

人
権
の

蹂
躙
国
だ
と

非
難
す
る

な
る
ほ
ど
な
る
ほ
ど

そ
う
か
と
思
う
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自
作
随
筆
選

大
統
領
弾
劾
裁
判
の
余
波

三
月
一
〇
日
の
朝
日
新
聞
の
主
張
・
解
説
欄
に
「
大
統
領
『
不

倫
』
で
割
れ
た
米
の
道
徳
観

広
が
る
判
断
回
避
主
義
」
と
題
す

る
記
事
が
載
り
ま
し
た
。

私
は
、
先
月
号
で
大
統
領
弾
劾
裁
判
騒
ぎ
は
ア
メ
リ
カ
民
主
主

義
の
終
焉
が
近
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
、
述
べ
ま
し
た
が
、
こ
の

記
事
で
は
、
そ
う
は
捉
え
て
い
ま
せ
ん
。

、

、「

、

以
下

簡
単
に
紹
介
し
ま
す
と

伝
統
的
保
守
主
義
も
依
然

根
強
く
残
っ
て
い
る
」
が

「
た
と
え
大
統
領
の
よ
う
な
公
人
に

、

対
し
て
で
も
、
私
的
生
活
の
中
身
に
は
一
切
、
口
を
差
し
は
さ
ま

な
い
と
い
う
徹
底
し
た
『
判
断
回
避
主
義

」
が
大
き
く
広
が
っ

』

て
き
た
も
の
、
と
捉
え
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
判
断
回
避
主
義
と
い
う
用
語
は
、
聞
き
慣
れ
な
い
も
の
で

す
が
、
こ
の
記
事
に
よ
り
ま
す
と
、
米
国
の
中
産
階
級
の
価
値
観

に
関
す
る
研
究
で
知
ら
れ
る
ボ
ス
ト
ン
大
学
の
ア
ラ
ン
・
ウ
ル
フ

教
授
が

「
複
雑
化
す
る
現
代
社
会
で
人
々
は
自
分
が
ど
う
行
動

、

し
た
ら
よ
い
か
を
決
め
る
の
で
精
い
っ
ぱ
い
に
な
り
、
他
人
の
こ

と
ま
で
か
ま
っ
て
い
ら
れ
な
い
」
と
い
う
、
米
国
人
の
行
動
傾
向

を
名
付
け
て
、
こ
う
呼
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
米
国
の
価
値
観
研
究
所
長
の
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ホ
ー
ン
氏
か

ら
聞
い
た
こ
と
を
、
ま
と
め
て
記
事
に
し
て
あ
る
の
で
す
が
、
そ

れ
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
れ
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
で
は
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ

ス
ト
教
道
徳
観
が
ほ
ぼ
共
有
さ
れ
て
き
て
、
そ
の
不
変
の
道
徳
律

が
、
政
治
や
便
宜
主
義
、
個
人
の
利
益
に
超
越
す
る
と
考
え
ら
れ

て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま
や
「
道
徳
律
は
も
っ
と
個
人
の
自
由

な
解
釈
に
任
さ
れ
る
べ
き
で
、
他
人
に
押
し
つ
け
る
も
の
で
は
な

」

、

。

い

と
い
う
考
え
方
が
広
ま
っ
て
き
た

と
い
う
こ
と
な
の
で
す

つ
ま
り

「
米
国
社
会
は
よ
り
一
層
、
自
己
中
心
社
会
に
向
か
っ

、

て
進
ん
で
い
る
。
指
示
さ
れ
る
の
を
嫌
い
、
ど
ん
な
生
活
を
送
る

か
は
、
自
分
で
決
め
る
」
と
い
う
傾
向
が
強
く
な
っ
て
き
た
、
と

い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
ら
ア
メ
リ
カ
人
の
価
値
観
に
詳
し
い
二
人
の
研
究
者
の
意

見
を
見
ま
す
と
、
現
代
ア
メ
リ
カ
人
は
、
私
の
言
葉
で
言
い
ま
す

と

「
他
己
」
を
萎
縮
さ
せ

「
自
己
」
を
肥
大
さ
せ
て
い
る
、

、

、

と
言
え
る
の
で
す
。

例
え
ば
、
前
者
に
よ
り
ま
す
と
「
複
雑
化
す
る
現
代
社
会
で
人

々
は
自
分
が
ど
う
行
動
し
た
ら
よ
い
か
を
決
め
る
の
で
精
い
っ
ぱ

い
に
な
り
、
他
人
の
こ
と
ま
で
か
ま
っ
て
い
ら
れ
な
い
」
と
い
う

指
摘
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
中
の
「
ど
う
行
動
し
た
ら
よ
い
か

を
決
め
る
の
に
精
い
っ
ぱ
い
」
な
の
は
、
な
ぜ
な
の
か
。
そ
の
理
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由
を
考
え
る
こ
と
が
、
自
由
を
う
た
う
個
人
主
義
、
民
主
主
義
の

基
本
的
な
欠
点
に
気
付
く
道
な
の
で
す
。

な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
は
、
民
主
主
義
の
本
質
と
し
て
の
自
由
を

主
張
す
る
あ
ま
り
、
人
々
が
自
己
に
閉
じ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の

結
果
と
し
て
他
己
と
い
う
法
・
規
範
・
伝
統
・
慣
習
と
い
っ
た
も

の
を
失
い
、
行
動
基
準
が
自
分
自
身
だ
け
に
な
っ
て
来
る
か
ら
な

の
で
す
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
行
動
を
自
分
で
判
断
し
て
決
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
な
の
で
す
。
そ
の
必
然
的
結
果
と
し
て
、

あ
る
い
は
そ
の
裏
返
し
と
し
て
「
他
人
の
こ
と
ま
で
か
ま
っ
て
い

ら
れ
な
い
」
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
逆
か
ら
言
い
ま
す
と

「
他

、

人
（
法
・
規
範
な
ど
）
に
か
ま
わ
な
い
」
か
ら

「
自
分
が
ど
う

、

行
動
し
た
ら
よ
い
か
」
分
か
ら
な
く
な
る
の
で
す
。

こ
の
こ
と
に
、
研
究
者
は
気
付
い
て
い
な
い
の
で
す
。
で
す
か

ら

「
判
断
回
避
主
義
」
は
、
時
代
の
一
つ
の
変
化
ぐ
ら
い
に
し

、
か
考
え
て
い
な
い
の
で
す
。
ま
さ
に
、
社
会
が
崩
壊
・
滅
亡
に
向

か
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
で
す
。

次
に
、
後
者
の
研
究
者
が
い
う
「
道
徳
律
は
も
っ
と
個
人
の
自

由
な
解
釈
に
任
さ
れ
る
べ
き
で
、
他
人
に
押
し
つ
け
る
も
の
で
は

な
い
」
と
か
「
米
国
社
会
は
よ
り
一
層
、
自
己
中
心
社
会
に
向
か

っ
て
進
ん
で
い
る
。
指
示
さ
れ
る
の
を
嫌
い
、
ど
ん
な
生
活
を
送

る
か
は
、
自
分
で
決
め
る
」
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
で
の
分
析
か

ら
す
れ
ば
、
あ
ま
り
説
明
が
な
く
て
も
、
ご
理
解
い
た
だ
け
る
と

思
い
ま
す
。

他
己
を
萎
縮
さ
せ
ま
す
と
、
前
に
指
摘
し
ま
し
た
よ
う
に
「
道

徳
律
は
も
っ
と
個
人
の
自
由
な
解
釈
に
任
さ
れ
る
べ
き
」
も
の
に

な
り
ま
す
し
、
ま
た
、
自
己
に
閉
じ
ま
す
と

「
指
示
さ
れ
る
の

、

を
嫌
い
、
ど
ん
な
生
活
を
送
る
か
は
、
自
分
で
決
め
る
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
す
。

そ
れ
は
、
前
月
号
の
随
筆
で
も
指
摘
し
ま
し
た
が
、
経
済
的
行

動
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
行
動
で
、
特
に
倫
理
・
道
徳
的
な

行
動
に
お
い
て
す
ら

「
自
己
の
選
好
と
利
益
を
優
先
す
る
」
と

、

「

」

。

い
う

合
理
的
行
動

を
す
る
傾
向
を
と
る
よ
う
に
な
る
の
で
す

そ
れ
は
、
実
は
、
自
己
に
閉
じ
る
こ
と
と
同
義
な
の
で
す

。

自
己
に
閉
じ
ま
す
と
、
自
己
の
安
心
・
安
寧
・
福
祉
・
幸
福

は
、
自
己
の
欲
望
の
満
足
に
し
か
な
い
か
ら
な
の
で
す
。
自
己
の

欲
望
の
満
足
と
は
、
ま
さ
に
、
経
済
行
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で

す

衣
食
住
の
経
済
的
欲
望
を
追
求

つ
ま
り

自
己
の
情
動

食

。

、

、

（

欲
〔
物
欲
・
金
欲
を
含
む

・
性
欲
〔
子
孫
繁
栄
欲
を
含
む

・

〕

〕

優
越
欲
〔
勝
利
欲
・
権
力
欲
・
出
世
欲
な
ど
を
含
む

）
を
追
求

〕

し
て
安
心
を
得
よ
う
と
す
る
の
で
す
。

そ
う
な
っ
た
と
き
、
他
人
と
の
関
係
は

「
他
人
の
合
理
的
行

、

動
を
尊
重
す
る
」
だ
け
の
も
の
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
取
引

で
あ
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
、
こ
こ
で
も
経
済
原
理
の
み
が

通
用
す
る
の
で
す
。
温
か
い
思
い
や
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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良
心
の
自
由
と
は

先
日
、
朝
日
新
聞
で
、
国
歌
・
国
旗
に
対
す
る
議
論
を
書
い
た

記
事
（
三
月
三
一
日
付
け
論
壇
欄
）
を
見
て
い
て
、
国
歌
・
国
旗

を
法
制
化
す
る
こ
と
は
、
憲
法
第
十
九
条
（
思
想
及
び
良
心
の
自

由
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い

）
に
反
す
る
、
と
い
う
文

。

章
に
出
会
い
ま
し
た
。

、

、

、

そ
の
と
き

思
想
の
自
由
は

私
も
当
然
だ
と
思
う
の
で
す
が

良
心
の
自
由
と
は
何
の
こ
と
な
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
の

か
と
、
は
じ
め
て
良
心
の
自
由
を
意
識
し
ま
し
た
。
す
ぐ
、
憲
法

の
本
で
確
か
め
ま
し
た
。
確
か
に
、
右
に
あ
げ
た
よ
う
な
条
文
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
驚
き
で
す
。

な
ぜ
、
そ
う
な
の
か
。

憲
法
の
本
で
、
よ
く
売
れ
ま
し
た
『
写
楽
ブ
ッ
ク
ス

日
本
国

憲
法

（
小
学
館
刊
）
の
第
十
九
条
の
良
心
と
い
う
用
語
に
は
次

』

の
よ
う
な
解
説
が
付
い
て
い
ま
し
た
。

良
心

人
間
が
生
来
も
っ
て
い
て
、
物
事
の
是
非
・
善
悪
を

判
断
す
る
統
一
的
意
識
。
ま
た
、
自
己
の
行
為
の
善
悪
・
正

邪
を
識
別
す
る
理
性
。
ま
た
、
自
己
の
生
来
で
は
な
く
、
教

育
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
善
悪
・
正
不
正
を
判
定
す
る
人
間

の
能
力
。

こ
の
解
説
を
読
ん
で
頂
い
て
も
、
お
分
か
り
だ
と
思
う
の
で
す

が
、
良
心
は
、
私
の
理
論
で
言
い
ま
す
と
、
そ
れ
は

「
他
己
」

、

に
属
す
る
働
き
な
の
で
す
。
他
者
と
の
関
係
を
調
整
す
る
働
き
な

の
で
す
。
そ
れ
が
、
憲
法
条
文
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
自
由
だ
と

し
ま
す
と
、
善
悪
・
正
邪
を
判
断
す
る
共
通
の
基
準
は
な
く
な
っ

て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。

何
が
善
い
こ
と
で
、
何
が
悪
い
こ
と
な
の
か
、
何
が
正
し
い
こ

と
で
、
何
が
邪
（
よ
こ
し
ま
）
な
こ
と
な
の
か
、
各
人
の
自
由
に

ま
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
こ
と
が
個
人
の
選

好
や
利
益
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
思
う
の
で
す
。

そ
う
な
れ
ば
、
社
会
秩
序
は
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
さ
に
、
現
実
は
そ
う
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

こ
こ
に
は
、
憲
法
や
そ
れ
を
支
え
る
民
主
主
義
思
想
の
含
む
矛

盾
が
如
実
に
露
呈
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。

例
え
ば
、
刑
法
は
、
殺
人
、
強
盗
、
放
火
、
な
ど
を
悪
（
罪
）

と
し
て
処
罰
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
良
心
が
働
け
ば
起
き
な

い
犯
罪
で
す
。
そ
れ
を
処
罰
す
る
こ
と
は
、
良
心
に
一
定
の
枠
を

設
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

憲
法
が
良
心
ま
で
も
自
由
に
ま
か
せ
た
こ
と
が
、
今
、
人
々
の

規
範
性
が
崩
壊
し
て
き
た
原
因
の
一
つ
を
な
し
て
い
る
で
は
な
い

。

。

か
と
思
え
ま
す

憲
法
の
い
う
自
由
を
見
直
す
必
要
を
感
じ
ま
す
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
七
九
）―

法
句
経
解
説
―

（
二
七
五
）
汝
ら
が
こ
の
道
を
行
く
な
ら
ば
、
苦
し
み
を
な

く
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

（
棘
〔
と
げ
〕
が
肉
に
刺

。

さ
っ
た
の
で
）
矢
を
抜
い
て
癒
（
い
や
）
す
方
法
を
知
っ

て
、
わ
た
く
し
は
汝
ら
に
こ
の
道
を
説
い
た
の
だ
。

「

」

、

出
だ
し
の

汝
ら
が
こ
の
道
を
行
く
な
ら
ば

と
あ
り
ま
す
が

こ
こ
に
出
て
き
ま
す
道
と
は
、
先
月
号
で
あ
げ
ま
し
た
「
八
つ
の

部
分
よ
り
な
る
正
し
い
道

、
い
わ
ゆ
る
八
正
道
で
す
。
そ
の
内

」

容
は
、
先
月
号
で
お
確
か
め
下
さ
い
。

こ
の
道
を
行
く
な
ら
ば
「
苦
し
み
を
な
く
す
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
釈
尊
は
人
生
の
苦
（
生
老
病
死
の
四
苦
と

そ
の
他
の
八
苦
）
を
除
く
道
を
示
さ
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
八
正

道
は
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
い
う
わ
け
で
す
。

次
に
出
て
き
ま
す
よ
う
に
、
こ
の
道
は
、
肉
に
刺
さ
っ
た
棘
を

抜
い
て
癒
す
方
法
だ
と
釈
尊
が
悟
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

つ
ま
り
、
苦
し
み
の
も
と
、
そ
れ
は
、
比
喩
と
し
て
、
肉
に
刺

さ
っ
た
棘
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
で
は
、
具
体
的
に
は
何
を
指
し

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
、
肉
と
は
、
そ
の
ま
ま
、
肉
体
だ
と
考
え
て
い
た
だ
い
て

も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
次
の
、
そ
れ
に
突
き
刺
さ
っ
た
棘
と
は
、

キ
リ
ス
ト
教
的
に
言
い
ま
す
と
、
肉
体
に
宿
っ
た
悪
魔
と
い
う
こ

。

「

、

と
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す

パ
ウ
ロ
が

精
神
に
宿
っ
た
神
は

自
分
に
善
を
為
せ
と
言
う
の
に
、
肉
体
に
宿
っ
た
悪
魔
が
、
自
分

に
悪
を
為
さ
せ
る
」
と
言
う
時
の
悪
魔
が
、
棘
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
思
い
ま
す
。

私
の
理
論
で
言
い
ま
す
と
、
棘
は
自
己
の
情
動
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
の
内
容
は
、
欲
望
、
情
緒
、
気
分
な
ど
で
す
。
し

か
し
、
そ
れ
は
、
生
き
る
力
で
も
あ
り
ま
す
。

仏
教
で
は
、
そ
れ
を
煩
悩
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
煩
悩
と
い
う
棘
を
抜
く
こ
と
で
、
苦
し
み
を
克
服
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

、

。

そ
の
棘
を
抜
く
こ
と
が

八
正
道
を
実
践
す
る
こ
と
な
の
で
す

煩
悩
は
生
き
る
力
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
す
べ
て
無
く

す
こ
と
は
勿
論
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
へ
の
執
着
を
な
く
す
る
、

。

、

。

と
い
う
こ
と
で
す

そ
れ
が

棘
を
抜
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
す

で
も
、
棘
を
抜
く
に
は
、
あ
た
ま
で
抜
い
た
と
考
え
た
だ
け
で
は

だ
め
な
の
で
す
。
正
し
く
物
事
を
見
（
①
正
見

、
三
業
の
身
口

）

意
を
正
し
く
し
〔
②
正
思
（
意

、
③
正
語
（
口

、
④
正
業

）

）

（
身

、
正
し
い
生
業
に
つ
き
（
⑤
正
命

、
正
し
く
修
行
す

）
〕

）

（

、

、

）

、

。

る

⑥
正
精
進

⑦
正
念

⑧
正
定

こ
と
が

大
切
な
の
で
す

し
か
し
、
い
ま
、
多
く
の
人
が
経
済
的
な
欲
望
が
満
た
さ
れ
て
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苦
し
み
を
感
じ
な
く
な
り
、
聖
人
の
教
え
が
廃
れ
、
だ
ん
だ
ん
と

精
神
的
に
貧
し
く
な
っ
て
来
て
い
ま
す
。

（
二
七
六
）
汝
ら
は
（
み
ず
か
ら
）
つ
と
め
よ
。
も
ろ
も
ろ

の
如
来
（
＝
修
行
を
完
成
し
た
人
）
は
（
た
だ
）
教
え
を
説

く
だ
け
で
あ
る
。
心
を
お
さ
め
て
、
こ
の
道
を
歩
む
者
ど
も

は
、
悪
魔
の
束
縛
か
ら
脱
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
出
だ
し
に
「
汝
ら
は
み
ず
か
ら
つ
と
め
よ
」
と
あ
り
ま

す
。
一
つ
前
の
偈
の
解
説
で
も
述
べ
ま
し
た
が
、
教
え
を
「
あ
た

ま
」
で
理
解
し
て
も
大
し
た
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
の
生
活

の
上
で
実
践
し
な
け
れ
ば
絵
に
書
い
た
餅
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。

つ
ま
り

「
も
ろ
も
ろ
の
如
来
（
＝
修
行
を
完
成
し
た
人
）
は

、

（
た
だ
）
教
え
を
説
く
だ
け
」
な
の
で
す
。
そ
れ
を
実
践
す
る
の

は
、
一
般
の
人
、
衆
生
な
の
で
す
。

で
も
、
い
ま
民
主
主
義
の
時
代
で
は
、
如
来
も
凡
人
も
み
ん
な

同
じ
人
間
な
の
で
す
。
実
は
、
そ
こ
に
は
天
地
の
差
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
が
、
現
代
で
は
理
解
さ
れ
ま
せ
ん
。
聖
人
を
１
と
す
れ

ば
、
凡
人
は
０
で
、
い
く
ら
沢
山
０
を
足
し
て
も
、
０
は
０
な
の

で
す
。
決
し
て
１
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
聖
人
は
真
の
人

に
成
っ
た
人
で
す
が
、
凡
人
は
人
間
の
顔
を
し
て
い
ま
す
が
、
動

物
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
い
ま
せ
ん
。
人
間
に
成
り
損
な
っ
た
人
間

と
い
え
る
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
う
思
っ
て
い
る
人
は
、
今
の
時
代
で
は
、
皆
無
だ

と
思
い
ま
す
。
こ
ん
な
こ
と
を
言
い
ま
す
と
、
多
く
の
人
は
、
反

省
す
る
ど
こ
ろ
か
、
私
に
「
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
が
あ
る
か
」
と

き
っ
と
攻
撃
を
し
て
こ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

で
も
、
真
実
は
そ
う
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
、
そ

（

、

、

、

、

う
い
う
如
来

た
と
え
ば

四
聖
の
釈
尊

老
子

ソ
ク
ラ
テ
ス

キ
リ
ス
ト
）
の
教
え
に
、
ど
こ
ま
で
も
、
則
っ
て
生
き
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

そ
う
し
な
い
で
、
民
主
主
義
に
則
っ
て
、
個
人
は
誰
で
も
が
自

由
で
平
等
だ
と
考
え
、
凡
人
の
一
人
ひ
と
り
が
、
自
由
に
判
断
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
自
己
に
執
ら
わ
れ
、
間
違
っ
た
判
断
を
し
、
悪

を
重
ね
て
い
く
の
で
す
。
い
ま
、
国
際
的
に
見
て
も
、
国
内
的
に

み
て
も
、
み
ん
な
悪
ば
か
り
犯
し
て
い
ま
す
。

如
来
の
教
え
を
実
践
し
よ
う
と
「
心
を
お
さ
め
て
、
こ
の
道
を

歩
む
者
ど
も
は
、
悪
魔
の
束
縛
か
ら
逃
れ
る
」
こ
と
が
で
き
る
の

。

、

、

で
す

し
か
し

心
を
お
さ
め
て
こ
の
道
を
歩
も
う
と
思
う
人
が

い
ま
殆
ど
い
ま
せ
ん
。
僧
侶
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
生
活
の
た

め
な
の
で
す
。
坊
主
を
職
業
と
す
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

八
正
道
を
実
践
す
る
と
き
、
自
由
に
な
ら
な
か
っ
た
自
分
の
欲

望
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
、
無
理
な
く
自
由
に
な
る
の
で
す
。
神
の

心
の
ま
ま
に
動
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
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後
記

一
、
春
た
け
な
わ
。
桜
が
満
開
に
な
り
ま
し
た
。
家
の
窓
か
ら
も

満
開
の
桜
が
見
え
ま
す
。
家
の
前
に
広
が
る
、
裏
作
を
作
ら
な
い

田
の
雑
草
の
緑
が
、
日
毎
に
、
増
し
て
い
ま
す
。

二
、
農
業
で
す
が
、
お
借
り
し
た
土
地
を
お
返
し
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
の
で
、
い
ま
の
と
こ
ろ
何
も
植
え
て
い
ま
せ
ん
。
別
の
所

で
さ
せ
て
頂
く
積
も
り
で
す
。

三
、
こ
と
し
は
、
つ
く
し
を
よ
く
食
べ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
つ

く
し
の
は
か
ま
を
取
る
の
が
面
倒
で
、
あ
ま
り
食
べ
る
気
が
起
こ

ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
取
り
方
を
親
し
い
農
家
の
方
に
教

え
て
頂
い
た
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
手
で
剥
き
取
っ
て
い
た
の

で
す
が
、
教
え
て
下
さ
っ
た
の
は
、
は
さ
み
で
は
か
ま
の
付
け
根

を
軸
と
と
も
に
切
る
方
法
で
す
。
こ
れ
だ
と
、
数
倍
楽
に
取
れ
ま

す
。
軸
が
細
切
れ
に
な
り
ま
す
が
、
か
え
っ
て
食
べ
や
す
く
な
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
も
お
試
し
下
さ
い
。

四
、
私
は
、
農
業
に
は
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、

家
庭
と
と
も
に
人
間
生
活
の
基
本
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。

五
、
私
の
従
兄
弟
（
い
と
こ
）
の
一
人
に
農
業
試
験
場
に
勤
め
て

い
る
人
が
い
ま
す
。
先
日
、
話
を
し
て
み
ま
し
た
が
、
今
後
何
を

作
っ
た
ら
も
う
か
る
か
聞
い
て
み
ま
し
た
が
、
農
業
は
や
め
て
お

け
と
言
い
た
い
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
何
々
農
業
賞
を
も
ら
っ
た

例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
と
水
を
向
け
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
賞

を
も
ら
う
た
め
の
作
文
に
過
ぎ
な
い
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

六
、
私
は
、
新
聞
に
農
業
に
関
連
し
た
記
事
が
あ
り
ま
す
と
、
必

ず
目
を
通
し
ま
す
が
、
新
農
業
基
本
法
の
立
案
に
携
わ
っ
た
よ
う

な
人
で
も
、
そ
ん
な
こ
と
で
農
業
が
よ
く
な
る
と
は
、
私
に
は
と

て
も
思
え
な
い
よ
う
な
意
見
ば
か
り
述
べ
て
い
ま
す
。
前
述
の
従

兄
弟
（
い
と
こ
）
に
解
決
策
を
聞
い
て
み
ま
し
た
が
、
よ
い
案
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

七
、
国
際
的
に
も
、
国
内
的
に
も
、
経
済
原
則
で
動
く
か
ぎ
り
、

、

、

、

日
本
の
農
業
は

家
庭
や
学
校
が
崩
壊
し
て
い
く
よ
う
に

早
晩

つ
ぶ
れ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
根
本
的
な
発
想
の
転
換
が
、
人
々

に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

月
刊

平
成
十
一
年
四
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
十
巻

徳
島
県
鳴
門
市
鳴
門
町
高
島

四
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
一
二
号
）

（
ひ
び
き
の
さ
と

沙
門
）
中
塚

善

成

ぜ

ん

じ

ょ

う

本
誌
希
望
の
方
は
、
郵
送
料
と
し
て
郵
便
振
替
で
年
間
千
円
を

次
の
口
座
に
お
振
り
込
み
下
さ
い
。
加
入
者
名

ひ
び
き
の
さ

と

口
座
番
号
０
１
６
１
０
│
８
│
３
８
６
６
０
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