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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
三
巻

一
月
号

生
き
る
哲
学
を
問
う

短
歌
の
傾
向
が

い
ま

世
紀
末
の

地
球
規
模
で

修
辞
に
重
き
を

生
き
る
哲
学
が

置
い
た
歌
か
ら

求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ

作
歌
主
体
の

生
き
る
哲
理
や
哲
学
を

問
う
概
念
歌
に

変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る

と
い
う

斬
り
捨
て
御
免

リ
ス
ト
ラ
を

大
手
を
振
っ
て

で
き
る
世
の

冷
た
き
こ
と
よ

動
物
の
ご
と
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
九
六
）

―

―

『
正
法
眼
蔵
』
解
説
（
四
〇
）

仏
性
の
巻
を
続
け
ま
す
。

五
祖
大
満
禅
師
は
、
○
州
黄
梅
（
き
ん
し
ゅ
う
お
う
ば

い
）
の
人
な
り
。
父
無
く
し
て
生
ま
れ
、
童
児
に
し
て
道
を

得
た
り
。
乃
（
す
な
わ
）
ち
、
松
を
栽
（
う
）
う
る
道
者
な

り
。
初
め
○
州
の
西
山
に
在
り
て
松
を
栽
え
し
に
、
四
祖
の

出
遊
に
遇
う
。
道
者
に
告
ぐ

「
吾
れ
汝
に
伝
法
せ
ん
と
欲

。

す
る
に
、
汝
已
（
す
で
）
に
年
遇
（
す
ぎ
）
た
り
。
若
し
汝

再
来
せ
ば
、
吾
れ
尚
お
汝
遅
（
ま
）
た
ん

。
」

師
諾
す
。
遂
に
周
氏
家
の
女
（
む
す
め
）
に
往
き
て
托
生

（
た
く
し
ょ
う
）
す
。
因
み
に
濁
港
（
じ
ょ
く
こ
う
）
の
中

に
抛
（
す
）
つ
。
神
物
（
じ
ん
も
つ
）
護
持
し
て
七
日
損
せ

ず
、
因
み
に
取
り
て
養
う
。
七
歳
に
至
り
て
童
子
と
為
り
、

黄
梅
の
路
上
に
於
い
て
四
祖
大
医
禅
師
に
逢
う
。
祖
、
師
を

見
る
に
、
是
れ
小
児
な
り
と
雖
（
い
え
ど
）
も
、
骨
相
奇
秀

に
し
て
常
の
童
に
異
れ
り
。

祖
見
て
問
う
て
曰
く

「
汝
は
何
の
姓
ぞ

。
師
答
え
て

、

」

曰
く

「
姓
は
即
ち
有
、
是
れ
常
の
姓
に
あ
ら
ず

。
祖
曰

、

」

く

「
是
れ
何
の
姓
ぞ

。
師
答
え
て
曰
く

「
是
れ
仏

、

」

、

性

。
祖
曰
く

「
汝
に
仏
性
無
し

。
師
答
え
て
曰
く
、

」

、

」

「
仏
性
空
な
る
が
故
に
、
所
以
（
ゆ
え
）
に
無
と
い
う

。」

祖
、
其
の
法
器
た
る
を
識
り
、
侍
者
為
（
な
）
ら
し
め
、

後
に
正
法
眼
蔵
を
付
す
。
黄
梅
東
山
に
居
し
て
、
大
い
に
玄

風
を
振
う
。

例
に
よ
っ
て
、
現
代
語
訳
と
し
て
増
谷
文
雄
著
『
現
代
語
訳
正

』（

）

。

法
眼
蔵
第
二
巻

角
川
書
店
刊

か
ら
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す

五
祖
の
大
満
禅
師
は
○
州
黄
梅
の
人
で
あ
る
。
父
な
く
し

て
生
ま
れ
、
童
児
に
し
て
一
つ
の
技
術
を
得
た
。
す
な
わ
ち

松
を
栽
（
う
）
う
る
技
術
者
で
あ
っ
た
。
は
じ
め
○
州
の
西

山
に
あ
っ
て
松
を
栽
え
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
四
祖
の
出
遊

す
る
に
遇
っ
た
。
四
祖
は
彼
に
つ
げ
て
い
っ
た
。

「
わ
た
し
は
汝
に
法
を
伝
え
た
い
と
思
う
。
だ
が
、
汝
は

す
で
に
年
を
と
り
過
ぎ
て
い
る
。
も
し
汝
が
再
び
生
ま
れ
か

わ
っ
て
く
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
は
な
お
汝
を
待
と
う

。
」

彼
は
そ
れ
を
諾
（
う
べ
な
）
い
、
つ
い
に
周
氏
の
家
の
女

（
む
す
め
）
に
よ
っ
て
生
ま
れ
か
わ
っ
た
。
す
る
と
、
港
の

濁
水
の
な
か
に
棄
て
ら
れ
た
が
、
不
思
議
な
力
が
護
っ
て
く

れ
て
、
七
日
の
あ
い
だ
生
き
て
い
た
。
そ
こ
で
も
う
一
度
連
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れ
も
ど
さ
れ
養
わ
れ
た
。
七
歳
の
童
子
と
な
っ
た
こ
ろ
、
黄

梅
山
に
い
た
る
路
に
お
い
て
、
四
祖
大
医
禅
師
に
逢
う
た
。

四
祖
が
彼
を
見
る
と
、
小
児
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
骨
相
ひ
い

で
て
、
つ
ね
の
童
児
と
異
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
問
う
て
い

っ
た
。

「
汝
は
な
ん
と
い
う
姓
か
」

彼
は
答
え
て
い
っ
た
。

「
姓
は
有
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
つ
ね
の
姓
で
は
あ
り
ま

せ
ん

。
」

四
祖
が
い
っ
た
。

「
こ
れ
は
い
っ
た
い
、
な
ん
の
姓
か
」

彼
は
い
っ
た
。

「
こ
れ
は
仏
性
で
あ
り
ま
す

。
」

四
祖
が
い
っ
た
。

「
汝
に
仏
性
は
な
い

。
」

彼
は
答
え
て
い
っ
た
。

「

、

」
。

仏
性
は
空
で
あ
り
ま
す
か
ら

ま
た
無
と
い
い
ま
す

四
粗
は
そ
の
仏
法
の
器
た
る
を
知
っ
て
、
彼
を
侍
者
と
な

し
、
や
が
て
正
法
の
眼
目
を
伝
え
た
。
彼
は
黄
梅
の
東
山
に

居
し
て
、
大
い
に
禅
風
を
ひ
ろ
め
た
。

今
回
の
部
分
は
、
漢
文
で
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、

読
み
下
し
文
だ
け
を
載
せ
ま
し
た
。
そ
の
漢
文
は
、
主
に

『
景

、

徳
伝
燈
録
』
と
い
う
禅
者
の
問
答
を
集
大
成
し
た
三
〇
巻
か
ら
な

る
本
か
ら
、
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
本
は
、
一
〇
〇
四
年
に

成
立
し
ま
し
た
が
、
後
の
禅
宗
の
発
展
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
本
で
す
。

お
読
み
頂
い
て
お
分
か
り
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
部
分
は
、

四
祖
道
信
〔
後
の
諡
（
お
く
り
な
）
を
大
医
禅
師
と
い
う
〕
と
五

祖
弘
忍
〔
諡
は
大
満
禅
師
〕
と
の
出
会
い
の
消
息
を
語
っ
た
部
分

で
す
。

文
意
は
、
現
代
語
訳
で
大
体
お
分
か
り
と
思
い
ま
す
。
少
し
だ

け
、
重
要
と
思
え
る
と
こ
ろ
を
解
説
し
て
お
き
ま
す
。

、

。

、

そ
れ
は

四
祖
と
五
祖
の
問
答
の
部
分
で
す

そ
の
一
つ
目
は

四
祖
か
ら
、
姓
は
何
か
と
聞
か
れ
て
五
祖
が
「
姓
は
有
（
う
）
で

す
」
と
答
え
、
四
祖
が
、
そ
れ
は
何
か
と
聞
く
と
「
そ
れ
は
仏
性

で
す
」
と
答
え
た
部
分
で
す
。

五
祖
は
、
姓
は
性
、
つ
ま
り
お
前
の
本
性
は
何
か
と
問
わ
れ
た

と
解
釈
し
て
、
自
分
の
本
性
は
「
有
」
で
あ
り

「
仏
性
」
で
あ

、

る
、
と
答
え
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
四
祖
か
ら
「
汝
に
仏
性
は
な
い
」
と
言
わ
れ
て
、
五

祖
は
、
と
っ
さ
に
「
仏
性
は
空
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
ま
た
無
と
い

い
ま
す
」
と
答
え
た
と
こ
ろ
は
、
子
ど
も
な
が
ら
、
見
る
べ
き
と

こ
ろ
が
あ
る
と
、
考
え
て
侍
者
と
し
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

、

、

「

」

、

で
も

な
ぜ

四
祖
が

汝
に
仏
性
は
な
い

と
言
っ
た
の
か
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子
ど
も
だ
っ
た
五
祖
の
答
え
を
正
解
と
し
て
引
き
出
す
為
だ
っ
た

の
か
、
そ
れ
は
、
私
は
、
大
い
に
疑
問
だ
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
五
祖
は
子
ど
も
な
が
ら
、
既
に
、
仏
教
を
勉
強
し
て
い

て
、
人
間
の
本
性
は
「
有
」
で
あ
り

「
仏
性
」
で
あ
る
こ
と
を

、

知
っ
て
い
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
こ
が
大
切
な
の
で
す
が
、
知
っ
て
い
て
も
、
そ
れ

で
そ
の
人
に
仏
性
が
あ
る
と
は
、
言
え
な
い
の
で
す
。
人
間
以
外

で
す
と
、
あ
る
が
ま
ま
、
そ
の
ま
ま
で
仏
性
な
の
で
す
が
、
人
間

は
、
残
念
な
が
ら
、
い
や
有
り
難
い
こ
と
に
、
仏
を
信
じ
、
自
ら

を
磨
か
な
い
限
り
仏
性
と
は
言
え
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
人
間

で
は
、
磨
か
な
け
れ
ば
、
残
念
な
が
ら
、
仏
性
は
、
煩
悩
に
よ
っ

て
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
有
り
難
い

こ
と
に
、
磨
き
ま
す
と
、
仏
性
が
輝
き
出
て
、
無
上
の
大
楽
（
生

か
さ
れ
て
生
き
る
喜
び
）
が
湧
き
だ
し
て
来
る
の
で
す
。

「

」

、

そ
の
こ
と
を
四
祖
は

汝
に
仏
性
は
な
い

言
っ
た
の
で
す
が

子
ど
も
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
、
分
か
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
と
っ
さ

に
理
屈
を
つ
け
て
「
仏
性
は
空
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
ま
た
無
と
い

い
ま
す
」
と
い
っ
た
こ
と
で
、
四
祖
は
こ
の
子
が
「
仏
法
の
器
」

で
あ
る
こ
と
を
感
じ
取
っ
て
、
身
近
に
お
く
弟
子
（
侍
者
）
に
し

た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

そ
う
す
る
こ
と
で
の
み
、
真
に
仏
法
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
す
。

自
作
詩
短
歌
等
選

池

田

小

殺

傷

事

件

の

意

味

大
阪
教
育
大
学
付
属

親
に
と
っ
て

池
田
小
学
校
事
件
の

か
け
が
え
の
な
い

初
公
判
が
開
か
れ
た

一
生
懸
命
生
き
て
き
た

よ
い
子
た
ち

そ
れ
を
機
に

新
聞
に
載
っ
た

か
つ
て
犯
罪
史
上

命
を
失
っ
た
８
人
の

例
を
見
な
い

子
ど
も
た
ち
の
親
が

残
忍
な
犯
罪
が

寄
せ
た
手
記
を
読
む
と

な
ぜ
生
じ
た
の
か

涙
が
出
て
く
る

日
本
人
は

子
ど
も
た
ち
の

何
の
罪
も
な
い

命
と
引
換
え
に

死
の
意
味
す
ら

こ
の
こ
と
を
よ
く
考
え
て

わ
か
ら
な
い

み
な
く
て
は
な
ら
な
い

７
～
８
歳
の
子
ど
も
た
ち
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未

婚

率

の

上

昇

未
婚
率

高
ま
る
ば
か
り
で

日
本
の

活
力
弱
ま
り

衰
退
必
定

日
本
人

あ
ら
ゆ
る
人
が

血
相
を

変
え
て
お
の
れ
の

エ
ゴ
を
追
求

差

別

と

の

闘

い

ハ
ン
セ
ン
病
訴
訟
が

全
面
解
決
し
た
と
い
う

差
別
と
の
長
い
闘
い
に

こ
こ
ろ
か
ら

敬
意
を
表
し
た
い

犯

罪

加

害

者

の

居

直

り

犯
罪
加
害
者
も

被
害
弁
償
で
は

被
害
者
と

平
等
・
対
等
な
立
場
で

居
直
っ
た
交
渉
が
で
き
る

こ
れ
も

民
主
主
義
の
お
陰
な
の

現
行
裁
判
制
度
の
お
陰
な
の

罪
の
懺
悔
は
ど
こ
へ

反
省
は
ど
こ
へ

吹
っ
飛
ん
だ
の
や
ら

教

師

不

信

い
じ
め
で
自
殺
し
た

中
学
３
年
生
の
親
に

町
と
県
は

壱
千
万
円
を
支
払
え
と
の

判
決
が
下
っ
た

学
校
で
起
こ
っ
て
い
て

親
の
知
ら
な
い
こ
と
を

先
生
も

知
ら
な
か
っ
た
で
は

す
ま
さ
れ
な
い

と
い
う
こ
と

学
校
で
問
題
を
起
こ
し
た

生
徒
の
家
を

家
庭
訪
問
す
る
と

親
は

家
で
は
い
い
子
で
す

学
校
で
問
題
を

起
こ
す
の
は

学
校
が
悪
い
か
ら

で
は
な
い
で
す
か

と
い
う
親
も
い
る

不
信
の
社
会
・
学
校

親
は
教
師
を
信
頼
し
な
い

教
師
も
親
を
信
頼
し
な
い

教
師
同
士
も

互
い
に
信
頼
し
な
い
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サ

ル

生

態

学

に

接

し

て

し
か
し
今

サ
ル
の
研
究
を
し
て

民
主
主
義
の
お
陰
で

人
間
を
知
り
た
い
と
い
う

皆
が
自
己
を
肥
大
さ
せ

そ
れ
は

そ
れ
を

間
違
い
だ

忘
れ
て
い
る

人
間
が

農

業

を

産

業

化

す

る

！

？

サ
ル
と
共
通
の
祖
先
か
ら

進
化
し
て
き
た
こ
と
は

疑
え
な
い

農
業
を

科
学
的
事
実
で
あ
る

産
業
化
し
て

競
争
に

し
か
し

た
え
る
力
を

進
化
し
た
と
き

付
け
と
い
う

人
間
は
サ
ル
に
は
な
い

そ
ん
な
こ
と
で
は

人
間
固
有
の
特
性
を

解
決
を

獲
得
し
た

図
れ
る
ほ
ど
に

そ
れ
は

農
業
は

精
神
と
い
う

単
純
で
は
な
い
と

自
己
か
ら
の
他
己
の
分
化
だ

知
る
べ
き
な
の
に

自
作
随
筆
選

大
衆
が
政
治
を
動
か
す
！
？

暮
れ
の
十
二
月
二
十
九
日
付
け
の
読
売
新
聞
文
化
欄
に
、
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
の
吉
岡
忍
と
い
う
方
が

「
今
年
を
振
り
返

、

る

大
衆
こ
そ
が
時
代
を
動
か
す

森
、
小
泉
両
政
権
も
米
大
統

領
も
踊
る
人
形
」
と
一
見
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
題
を
つ
け
て
、
記
事

を
寄
せ
て
い
ま
し
た
。

読
ん
で
み
て
、
民
主
主
義
の
本
質
が
、
全
く
、
お
分
か
り
で
な

い
よ
う
で
、
驚
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ぜ
ひ
一
言
申
し
た
い
気
持

ち
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
方
は
民
主
主
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま

す
。

大
衆
と
い
う
言
葉
は
、
元
来

「
無
名
の
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間

、

た
ち
こ
そ
社
会
の
主
体
な
の
だ
と
い
う
民
主
主
義
の
原
則
に
寄
り

添
う
言
葉
だ
っ
た
」
と
。

ま
た
そ
の
後
で
、
次
の
よ
う
述
べ
て
い
ま
す

「
と
こ
ろ
が
そ

。

の
九
〇
年
代
か
ら
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
再
び
、
し
か
し
、
ま

っ
た
く
ち
が
う
仕
方
で
大
衆
と
い
う
存
在
を
意
識
し
は
じ
め
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
度
は
自
分
以
外
の
そ
の
他
大
勢
、
何
を

（

）

、

考
え
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
不
気
味
な
烏
合

う
ご
う

の
衆
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量
と
し
て
の
人
間
の
群
れ
と
し
て
、
で
あ
る
」
と
。

そ
し
て
最
後
に
、
次
の
文
章
で
結
ん
で
い
ま
す

「

私
』
と

。

『

は
何
で
あ
り
、
無
数
の
『
私
』
が
集
積
し
た
大
衆
と
は
何
者
な
の

か
。
そ
し
て
、
わ
か
り
や
す
く
シ
ン
ボ
ル
化
し
た
権
力
と
大
衆
と

私
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
私
た
ち
は
手
強
い
問
い

と
向
か
い
合
っ
て
い
る

。
」

私
は
、
常
々

「
民
主
主
義
は
、
元
来
、
衆
愚
政
治
（
オ
ク
ロ

、

）

」

。

、

、

ク
ラ
シ
ー

だ

と
い
っ
て
来
ま
し
た

と
こ
ろ
が

こ
の
方
は

い
ま
だ
に
民
主
主
義
に
幻
想
を
抱
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
で

「
無

、

名
の
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間
た
ち
こ
そ
社
会
の
主
体
」
な
の
だ
か

ら
、
無
名
の
一
人
ひ
と
り
は

「
愚
」
か
し
く
な
い
大
「
衆
」
の

、

構
成
員
で
、
賢
明
な
判
断
を
下
せ
る
人
た
ち
で
あ
る
、
と
お
考
え

の
よ
う
で
す
。
も
っ
と
い
え
ば
、
無
名
の
大
衆
が
寄
っ
て
合
議
す

れ
ば

「
文
殊
の
智
恵
」
が
得
ら
れ
る
と
で
も
、
お
考
え
な
の
で

、

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

い
ま
、
話
題
に
な
る
こ
と
が
多
い
聖
徳
太
子
は
、
私
た
ち
は
、

皆
「
凡
愚
」
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
譲
り
合
う
こ
と

が
大
切
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

民
主
主
義
で
は
、
凡
愚
ど
こ
ろ
か
、
一
人
ひ
と
り
が
賢
く
て
、

人
の
言
う
こ
と
を
鵜
呑
み
に
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
で
よ
く
考

え
て
判
断
し
、
決
断
し
、
あ
る
い
は
、
意
見
を
主
張
す
べ
き
だ
と

し
ま
す
。
そ
し
て
意
見
が
違
え
ば
、
説
得
す
べ
き
な
の
で
す
。
も

し
、
説
得
で
き
な
け
れ
ば
、
最
終
的
に
は
、
投
票
に
よ
っ
て
多
数

の
意
見
を
聞
き
、
決
定
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

、

、

。

民
主
主
義
が

衆
愚
政
治
に
陥
る
原
因
は

こ
こ
に
あ
り
ま
す

聖
徳
太
子
が
言
わ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
人
間
は
、
９
９
．
９
９
９

９
９
・
・
・
％
の
人
が
凡
愚
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
凡
愚
を
何
億

何
千
億
と
、
い
く
ら
多
く
足
し
合
わ
せ
よ
う
と
も
、
一
人
の
解
脱

し
た
、
つ
ま
り
、
絶
対
な
境
地
に
達
し
た
賢
者
（
四
聖
人
＝
釈
尊

・
老
子
・
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
キ
リ
ス
ト
）
に
は
及
ば
な
い
の
で
す
。

ゼ
ロ
を
い
く
ら
足
し
合
わ
せ
て
も
ゼ
ロ
な
の
と
同
じ
で
す
。
決
し

て
１
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
聖
徳
太
子
は
お
っ
し

ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。

民
主
主
義
で
は
、
多
数
決
で
決
ま
り
ま
す
と
、
そ
れ
が
、
真
理

、

。

と
み
な
さ
れ

相
対
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
絶
対
性
を
持
ち
ま
す

そ
し
て
、
そ
れ
を
金
科
玉
条
に
す
る
の
で
す
。
あ
た
か
も
、
現
在

の
日
本
の
よ
う
に
で
す
。

実
は
、
私
た
ち
は
、
信
仰
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た

愚
か
し
さ
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
聖
徳
太
子
を
信
じ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
徳
太
子
の
言
わ
れ
る
こ
と
に
従
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。
一
人
ひ
と
り
が
賢
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一

人
ひ
と
り
は
、
全
員
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
凡
愚
な
の
で
す
。
聖

者
の
言
う
こ
と
に
ど
こ
ま
で
も
、
則
っ
て
生
き
て
行
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
す
。
な
の
に
、
現
在
の
日
本
で
は
、
こ
の
こ
と
が
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全
く
忘
れ
ら
れ
、
無
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

、

、

、

そ
う
な
り
ま
す
と

こ
の
方
が
言
わ
れ
ま
す
よ
う
に

他
者
は

「
自
分
以
外
の
そ
の
他
大
勢
、
何
を
考
え
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な

い
不
気
味
な
烏
合
（
う
ご
う
）
の
衆
、
量
と
し
て
の
人
間
の
群

れ
」
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

人
間
は
、
元
来
、
他
者
と
の
関
係
の
中
に
存
在
し
て
い
ま
す
。

そ
の
「
他
者
と
の
関
係
」
と
は
、
自
分
の
こ
と
を
思
う
と
同
じ
よ

う
に
、
他
者
の
こ
と
を
思
い
や
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
す
。
そ

れ
が
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
所
以
（
ゆ
え
ん
）
な
の
で
す
。

な
の
に
、
い
ま
、
多
く
の
人
、
特
に
日
本
人
が
、
こ
う
し
た
人

間
関
係
を
喪
失
し
て
、
他
者
を
「
不
気
味
な
烏
合
の
衆
」
と
し
て

認
識
し
は
じ
め
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
方
が
最
後
に
述
べ
て
い
ま
す
よ
う
に
「

私
』

『

と
は
何
で
あ
り
、
無
数
の
『
私
』
が
集
積
し
た
大
衆
と
は
何
者
な

の
か
。
そ
し
て
、
わ
か
り
や
す
く
シ
ン
ボ
ル
化
し
た
権
力
と
大
衆

と
私
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
私
た
ち
は
手
強
い
問

い
と
向
か
い
合
っ
て
い
る
」
と
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
に

追
い
込
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

人
間
は
、
信
仰
を
失
う
と
き
、
自
己
の
存
在
の
意
味
を
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
他
者
は
不
気
味
な
存
在
と
し
て

迫
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
精
神
病
理
で
言
い
ま
す

と
「
精
神
分
裂
病
」
の
世
界
な
の
で
す
。

交
遊
の
相
手

一
月
十
二
日
付
け
の
日
本
経
済
新
聞
の
「
交
遊
抄
」
と
い
う
欄

に
、
有
名
な
松
本
幸
四
郎
と
い
う
歌
舞
伎
俳
優
の
方
が

「
感
動

、

の
出
会
い
」
と
題
し
て
、
ご
自
分
の
交
遊
に
つ
い
て
書
い
て
お
ら

れ
ま
し
た
。

そ
の
中
に
少
し
気
に
な
る
部
分
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
次

の
文
章
で
す
。

「
僕
の
交
遊
録
に
は
、
ご
く
普
通
の
、
身
近
に
い
て
、
僕
を
と

て
も
大
切
に
思
っ
て
く
れ
て
い
る
人
の
名
前
し
か
書
か
れ
て
い
な

い

。
」お

断
り
し
て
お
き
ま
す
が
、
私
は
、
こ
の
方
の
フ
ァ
ン
で
も
な

け
れ
ば
、
こ
の
方
を
嫌
い
な
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
、
私

は
現
在
は
、
殆
ど
、
歌
舞
伎
や
映
画
や
お
芝
居
な
ど
に
関
心
が
あ

り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
こ
の
方
に
特
別
な
思
い
が
あ
っ
て
取
り

上
げ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

多
分
、
多
く
の
方
に
と
っ
て
、
自
分
が
交
遊
し
て
い
る
人
の
こ

と
を
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
交
遊
し
て
い
る
人
は
、
自
分
に
何
か

よ
い
こ
と
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
人
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の

で
す
。
こ
の
方
が
、
そ
の
こ
と
を
素
直
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
し
た

の
で
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
さ
せ
て
頂
い
た
わ
け
で
す
。
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実
は
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
交
遊
の
相
手
と
は
、
自
分

が
何
歳
に
な
っ
て
も
達
し
え
な
い
、
人
間
と
し
て
の
崇
高
な
境
地

に
達
し
て
い
る
人
、
あ
る
い
は
達
し
よ
う
と
し
て
修
行
に
励
ん
で

い
る
人
た
ち
な
の
で
す
。

そ
う
い
う
人
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
牧
師
さ
ん
で
す
し
、
仏
教

で
い
え
ば
、
お
寺
で
修
行
す
る
お
坊
さ
ん
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。で

も
、
こ
う
し
た
人
と
の
交
遊
に
は
、
信
仰
を
失
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
大
多
数
の
日
本
人
は
、
殆
ど
価
値
を
置
い
て
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、
残
念
な
が
ら
、
そ
れ
に
値
す
る
牧
師
や
お
坊
さ
ん
も
、
と

て
も
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
現
実
を
反
映
し
て
、
人

々
は
、
自
分
に
と
っ
て
利
益
が
あ
る
か
、
あ
る
い
は
自
分
が
好
き

か
、
と
い
っ
た
自
己
に
閉
じ
た
基
準
に
よ
っ
て
の
み
、
交
遊
相
手

を
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
相
手
も
、
勿
論
、
不
必
要
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
人
間
的
な
進
歩
が
あ
り
ま

せ
ん
。
も
っ
と
い
い
ま
す
と
、
進
歩
が
な
い
ば
か
り
か
、
人
間
と

し
て
堕
落
し
、
あ
る
い
は
不
安
に
な
っ
て
行
き
ま
す
。
そ
し
て
、

、

、

、

、

そ
れ
を
解
消
す
る
た
め
に

自
分
の
情
動

つ
ま
り
性
欲

食
欲

優
越
欲
な
ど
の
欲
望
や
、
快
苦
喜
怒
哀
楽
な
ど
の
情
緒
や
、
気
分

な
ど
に
執
着
を
強
め
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
ま
す
ま
す
自
己
に
閉

じ
て
い
き
ま
す
。
日
本
人
が
、
い
ま
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

釈
尊
の
こ
と
ば
（
一
〇
七
）

│

│

法
句
経
解
説

（
三
四
七
）
愛
欲
に
な
ず
ん
で
い
る
人
々
は
、
激
流
に
押
し

流
さ
れ
る
、

蜘
蛛
が
み
ず
か
ら
作
っ
た
網
に
し
た
が
っ

て
行
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
思
慮
あ
る
人
々
は
こ
れ
を
も

断
ち
切
っ
て
、
顧
み
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
苦
悩
を
す
て

て
、
歩
ん
で
行
く
。

愛
欲
に
つ
き
ま
し
て
は
、
既
に
昨
年
の
七
月
号
を
は
じ
め
と
し

ま
し
て
、
十
、
十
一
月
号
と
毎
号
の
よ
う
に
出
て
き
ま
し
た
。

も
う
一
度
読
み
直
し
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
特
に
、
十
月
号

で
解
説
し
ま
し
た
（
三
四
〇
）
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
、
仏
教
で

は
、
愛
欲
は
、
異
性
に
対
す
る
性
的
な
欲
望
だ
け
で
は
な
く
、
煩

悩
ま
で
も
含
ん
で
い
る
こ
と
が
お
分
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

私
の
こ
と
ば
で
言
い
ま
す
と

「
情
動
」
の
満
足
、
あ
る
い
は
追

、

求
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
こ
で
普
段
あ
ま
り
使
わ
な
い
こ
と
ば
が
出
て
来
ま
し

た
。
そ
れ
は

「
愛
欲
に
な
ず
ん
で
い
る
人
々
」
と
い
う
部
分
の

、

「
な
ず
む
」
と
い
う
こ
と
ば
で
す
。

広
辞
苑
（
岩
波
書
店
刊
）
を
引
い
て
み
ま
す
と
、
次
の
よ
う
な

意
味
が
出
て
い
ま
す
。
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①
行
き
な
や
む
。
は
か
ば
か
し
く
進
ま
な
い
。
と
ど
こ
お
る
。

②
離
れ
ず
に
か
ら
み
つ
く
。

③
な
や
み
苦
し
む
。
気
分
が
晴
れ
な
い
。

④
拘
泥
す
る
。
こ
だ
わ
る
。

⑤
か
か
ず
ら
わ
っ
て
そ
の
事
に
苦
心
を
す
る
。

⑥
執
着
す
る
。
思
い
つ
め
る
。
惚
れ
る
。

こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
意
味
は
、
②
、
④
、
⑤
、
⑥
な
ど
が

係
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
そ
れ
は

「
愛
欲
に
こ
だ
わ
り
、
執
着
す
る

、

人
々
」
と
な
り
ま
す
。

そ
う
し
た
人
々
は
、
蜘
蛛
が
自
ら
張
っ
た
糸
の
網
に
し
た
が
っ

て
し
か
行
か
な
い
よ
う
に
、
必
然
的
に
情
動
の
激
流
に
押
し
流
さ

れ
て
い
く
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

そ
し
て
思
慮
あ
る
人
々
は
、
情
動
へ
の
執
着
を
断
ち
切
っ
て
、

顧
み
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
苦
悩
を
棄
て
て
、
歩
ん
で
ゆ
く
、

と
言
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
言
い
ま
す
よ
う
に
、
情
動
へ
の
執
着
を
断
ち
切
り
ま
す

と
、
苦
悩
が
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
で
も
、
普
通
は
、
情

動
、
例
え
ば
欲
望
へ
の
執
着
を
断
ち
切
る
こ
と
の
方
が
、
か
え
っ

て
、
苦
悩
が
伴
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。
で
も
、
そ
う
で
は

な
い
の
で
す
。
修
行
を
積
み
、
こ
こ
ろ
を
磨
い
て
行
き
ま
す
と
、

自
ら
へ
の
執
ら
わ
れ
の
垢
が
落
ち
て
、
無
意
識
に
宿
し
た
仏
さ
ま

が
、
自
然
と
輝
き
出
し
て
く
る
の
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
不
思

議
と
欲
望
へ
の
執
着
が
消
え
、
苦
悩
や
不
安
が
消
え
て
い
く
の
で

す
。
そ
う
で
き
る
人
が
、
逆
説
的
に
言
い
ま
す
と
、
真
に
思
慮
あ

る
人
々
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

（
三
四
八
）
前
を
捨
て
よ
。
後
ろ
を
捨
て
よ
。
中
間
を
捨
て

よ
。
生
存
の
彼
岸
に
達
し
た
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
に

つ
い
て
心
が
解
脱
し
て
い
て
、
も
は
や
生
ま
れ
と
老
い
と
を

受
け
る
こ
と
が
無
い
で
あ
ろ
う
。

「
前
を
捨
て
よ
。
後
ろ
を
捨
て
よ
。
中
間
を
捨
て
よ
」
と
い
う

部
分
の

「
前

「
後
ろ

「
中
間
」
で
す
が
、
こ
れ
は
、
テ
キ

、

」
、

」
、

ス
ト
と
し
て
い
ま
す
中
村
元
訳
の
訳
注
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

時
間
を
表
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り

「
前
を
捨
て

、

よ
」
と
は

「
過
去
（
以
前
）
へ
の
執
着
を
捨
て
ろ
」
と
い
う
こ

、

と
で
す
し

「
後
ろ
を
捨
て
よ
」
と
は

「
未
来
（
以
後
）
へ
の

、

、

執
着
を
捨
て
ろ
」
と
い
う
こ
と
で
す
し
、
同
様
に

「
中
間
を
捨

、

て
よ
」
と
は

「
現
在
へ
の
執
着
を
捨
て
ろ
」
と
い
う
こ
と
だ
と

、

思
う
の
で
す
。

三
つ
を
同
時
に
考
え
ま
す
と
、
時
間
へ
の
執
着
を
捨
て
ろ
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
時
間
へ
の
執
着
を
捨
て
る
と
は
、
時
間
を

超
越
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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時
間
を
超
越
し
ま
す
と
、
い
ま
生
き
て
い
る
刹
那
、
刹
那
が
、

永
遠
の
今
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
実
感
と
し
て
言
い
ま
す

と
、
も
う
何
万
年
も
生
き
て
来
た
、
あ
る
い
は
釈
尊
と
同
じ
時
代

か
ら
ず
っ
と
生
き
て
い
る
、
と
い
う
気
が
す
る
の
で
す
。
そ
れ
で

い
て
、
死
ぬ
こ
と
が
気
に
な
ら
な
い
の
で
す
。

先
日
、
岩
波
新
書
で
「
大
往
生
」
と
い
う
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を

書
か
れ
た
永
六
輔
と
い
う
方
が
、
ラ
ジ
オ
だ
っ
た
か
テ
レ
ビ
だ
っ

た
か
で
、
人
間
は
「
幸
せ
に
死
ぬ
こ
と
」
が
大
切
だ
と
い
う
よ
う

な
意
味
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
私
に
は
と

て
も
、
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
ど
う
も
、
永

氏
が
お
年
を
と
ら
れ
て
来
て
、
死
が
気
に
な
り
だ
し
た
の
だ
と
、

私
に
は
思
え
た
か
ら
な
の
で
す
。

人
間
で
大
切
な
の
は

「
幸
せ
に
死
ぬ
」
と
い
っ
た
抽
象
的
な

、

こ
と
で
は
な
く
、
老
い
て
も
、
あ
る
い
は
病
気
に
な
っ
て
も
、
死

が
ま
っ
た
く
気
に
な
ら
な
く
な
る
、
と
い
う
極
め
て
具
体
的
な
こ

と
な
の
で
す
。
で
も
、
ど
う
し
て
も
、
幸
せ
と
か
不
幸
せ
と
か
で

言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
ま
す
と
、
生
き
て
い
て
も
幸
せ
、

死
ん
で
も
幸
せ
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

そ
れ
が
、
こ
こ
で
言
っ
て
い
ま
す
、
時
間
へ
の
執
着
を
捨
て
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

次
に
出
て
き
ま
す
「
生
存
の
彼
岸
に
達
し
た
人
」
と
は
、
そ
う

し
た
境
地
に
至
っ
た
人
の
こ
と
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う

境
地
で
は

「
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
心
が
解
脱
し
て
い

、

る
」
と
い
え
る
の
で
す
。

そ
う
な
り
ま
す
と

「
も
は
や
生
ま
れ
と
老
い
と
を
受
け
る
こ

、

と
が
無
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
老
い
と
い
う
こ
と
に
は
、
勿
論
、
死
の
こ
と
が
含
ま
れ

て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
言
っ
て
い
ま
す
の
は
、
生
死

（
し
ょ
う
じ
）
を
超
越
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
法
句
経
に
も
、
平
成
六
年
の
第
五
巻
十
一
月
号
で
解
説
し

ま
し
た
（
一
一
〇
）
か
ら
（
一
一
五
）
に
「
～
す
る
よ
り
は
、
一

」

、

日
生
き
る
ほ
う
が
す
ぐ
れ
て
い
る

と
い
う
の
が
あ
る
の
で
す
が

そ
の
中
の
（
一
一
四
）
は
、

不
死
の
境
地
を
見
な
い
で
百
年
生
き
る
よ
り
も
、
不
死
の
境

地
を
見
て
一
日
生
き
る
こ
と
の
ほ
う
が
す
ぐ
れ
て
い
る
。

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

時
間
を
超
越
す
る
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
偈
に
あ
る
よ
う
な
心
境

に
至
る
こ
と
な
の
で
す
。
こ
の
「
不
死
の
境
地
を
見
て
一
日
生
き

る
こ
と
の
ほ
う
が
す
ぐ
れ
て
い
る
」
と
は
、
不
死
の
境
地
に
い
た

れ
ば
、
一
日
生
き
た
こ
と
が
、
百
年
生
き
た
こ
と
よ
り
も
、
も
っ

と
多
く
生
き
る
こ
と
に
あ
た
い
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ

れ
は
、
千
年
で
あ
り
、
万
年
で
あ
る
わ
け
で
す
。



- 1 2 -

後
記

一
、
新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
読
者
の
方
で

早
々
に
年
賀
状
を
頂
き
ま
し
た
方
に
、
紙
面
を
借
り
て
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。
申
し
訳
な
い
こ
と
で
す
が
、
こ
ち
ら
か
ら
は
ど
な
た

様
に
も
、
年
賀
状
を
差
し
上
げ
る
こ
と
を
控
え
て
お
り
ま
す
。
ど

う
ぞ
、
お
許
し
下
さ
い
。

二
、
振
り
返
っ
て
見
ま
す
と
、
こ
の
『
こ
こ
ろ
の
と
も
』
を
出
し

は
じ
め
て
、
も
う
十
二
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。
ま
た
、
同
時
に
始
め

ま
し
た
一
日
に
一
つ
以
上
の
詩
や
短
歌
や
随
筆
を
書
く
と
い
う
目

標
も
、
怠
り
な
く
達
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
一
人

で
も
多
く
の
方
に
幸
せ
に
な
っ
て
頂
き
た
い
と
い
う
大
願
か
ら
、

あ
る
い
は
、
障
害
を
持
っ
た
方
々
が
、
一
人
残
ら
ず
幸
せ
に
な
る

世
界
を
実
現
し
た
い
と
い
う
念
願
か
ら
、
そ
し
て
熱
心
に
読
ん
で

く
だ
さ
る
温
か
い
読
者
の
方
の
声
援
に
よ
っ
て
、
こ
こ
ま
で
続
け

。

。

て
来
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す

あ
ら
た
め
て
感
謝
い
た
し
ま
す

三
、
先
月
号
で
研
究
室
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
作
っ
た
こ
と
を
ご
紹

介
し
ま
し
た
が
、
早
速
ア
ク
セ
ス
し
て
下
さ
っ
た
方
が
あ
り
ま
し

た
。
ア
ク
セ
ス
回
数
の
カ
ウ
ン
タ
ー
が
付
い
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

、

。

ま
で
の
平
均
で
す
と

一
日
三
～
四
件
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す

こ
の
『
こ
こ
ろ
の
と
も
』
も
載
せ
て
い
ま
す
の
で
、
多
く
の
方
が

、

。

ア
ク
セ
ス
し
て
読
ん
で
下
さ
れ
ば
い
い
の
に

と
念
じ
て
い
ま
す

四
、
今
月
号
に
は
、
随
筆
を
二
編
載
せ
ま
し
た
。
新
聞
を
読
ん
で

い
ま
す
と
書
き
た
く
な
る
よ
う
な
記
事
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
で
す

が
、
抑
え
て
い
ま
す
。
い
つ
も
書
く
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
が
、

ど
ん
な
問
題
に
つ
い
て
も
、
現
実
の
事
象
（
現
象
）
を
か
な
り
的

確
に
把
握
し
て
い
る
方
も
あ
る
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
、
そ
の

本
質
が
分
か
っ
て
い
る
方
に
全
く
出
会
い
ま
せ
ん
。
真
の
原
因
が

分
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
対
策
も
右
往
左
往
で
、
対
症
療
法
の
域
を

出
る
も
の
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
新
聞
を
読
売
か
ら
日
経
に
変
え

ま
し
た
の
で
、
経
済
の
問
題
に
関
心
が
向
く
の
で
す
が
、
経
済
に

つ
い
て
も
同
様
の
感
が
否
め
な
い
の
で
す
。
正
月
早
々
、
悲
観
的

で
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
世
界
は
益
々
不
安
定
要
因
を
増
し
て

行
く
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

月
刊

平
成
十
四
年
一
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
十
三
巻

徳
島
県
鳴
門
市
鳴
門
町
高
島

一
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
四
五
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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