
- 1 -

月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
五
巻

二
月
号

こ
こ
ろ
が
枯
れ
り
ゃ

金
は
繋
れ
ど

こ
こ
ろ
が
枯
れ
り
ゃ

人
生
砂
漠
が

待
っ
て
い
る

日
本
の
山
に
は

緑
が
あ
れ
ど

人
の
こ
こ
ろ
は

荒
れ
果
て
る

自
分
は
違
う
と

多
く
が
思
い

流
れ
流
れ
て

死
に
至
る

還
元
で
き
な
い
精
神

医
者
は

う
つ
病
は

脳
の
疲
労
に
よ
る
病
気

だ
と
い
う

医
者
の

精
神
を
物
質
に
還
元
す
る

傾
向
は
い
つ
ま
で
続
く

心
理
学
者
の

精
神
を
動
物
に
還
元
す
る

傾
向
と
同
様
に



- 2 -

人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
一
二
一
）

―

―

空
海
『
即
身
成
仏
義
』
解
説
（
二
四
）

（
七
）
重
重
帝
網
な
る
を
即
身
と
名
づ
く

〔

七
）
－
１

即
身
〕

（
「
重
重
帝
網
な
る
を
即
身
と
名
づ
く
」
と
は
、
是
れ
則
ち

譬
喩
を
挙
げ
て
、
以
て
諸
尊
の
刹
塵
の
三
密
、
円
融
無
礙
な

る
こ
と
を
明
か
す
。
帝
網
と
は
因
陀
羅
珠
網
な
り
。
謂
く
、

身
と
は
我
身
・
仏
身
・
衆
生
身
・
是
れ
を
身
と
名
づ
く
。
ま

た
四
種
の
身
有
り
、
言
く
、
自
性
・
受
用
・
変
化
・
等
流
、

是
れ
を
名
づ
け
て
身
と
曰
う
。
ま
た
三
種
有
り
、
字
・
印
・

是
れ
な
り
。
是
の
如
く
等
の
身
は
、
縦
横
重
重
に
し
て
、
鏡

中
の
影
像
と
灯
光
の
渉
入
と
の
如
し
。
彼
の
身
、
即
ち
是
れ

此
の
身
、
此
の
身
、
即
ち
是
れ
彼
の
身
、
仏
身
、
即
ち
是
れ

衆
生
身
、
衆
生
身
、
即
ち
是
れ
仏
身
な
り
。
不
同
に
し
て
同

な
り
。
不
異
に
し
て
異
な
り
。

現
代
語
訳
（
要
旨
）
を
、
頼
富
本
宏
著
『
日
本
の
仏
教
２

空

海

（
筑
摩
書
房
刊
）
か
ら
、
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

』

＊

＊

＊

＊

次
に

「
あ
ら
ゆ
る
身
体
が
、
帝
釈
天
の
持
つ
網
の
よ
う
に
、

、

幾
重
に
も
重
な
り
あ
い
な
が
ら
映
し
あ
う
こ
と
を
、
身
に
即
し
て

〔
即
身
〕
と
い
う
」
と
い
う
句
を
説
明
し
よ
う
。

こ
の
句
は
、
喩
（
た
と
）
え
を
あ
げ
て
、
も
ろ
も
ろ
の
仏
た
ち

の
国
土
を
砕
い
て
塵
に
し
た
ほ
ど
無
数
に
あ
る
三
種
の
行
為
形
態

（
三
密
）
が
、
ま
ど
か
に
完
全
に
融
（
と
）
け
あ
い
、
さ
ま
た
げ

の
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

句
に
あ
る
〈
帝
網
〉
と
は
、
仏
法
を
守
る
天
部
の
代
表
で
あ
る

帝
釈
天
の
宮
殿
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
宝
を
ち
り
ば
め
た
網

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
網
に
は
、
一
つ
一
つ
の
結
び
目
に
宝
の
玉

が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
あ
た
か
も
万
華
鏡
の
よ
う
に
、

限
り
な
く
互
い
に
映
し
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
、
以
下
に
説
明
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
身
体
が
互
い
に

映
し
あ
い
、
融
合
し
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
次
に

「
即
身
」
と
い
う
語
の
「
身
」
に
つ
い
て
説
明

、

し
よ
う
。

「
身
」
に
は
、
わ
が
身
体
〔
我
身

、
仏
の
身
体
〔
仏
身

、

〕

〕

生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
身
体
〔
衆
生
身
〕
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を

「
身
」
と
呼
ん
で
い
る
。

ま
た
、
仏
の
性
格
を
考
察
す
る
立
場
〔
仏
身
論
〕
か
ら
見
れ

ば
、
次
の
四
種
類
の
身
が
あ
る
。
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ま
ず

第
一
は

さ
と
り
の
当
体
そ
の
も
の
と
し
て
の
身
体

自

、

、

〔

性
身

、
第
二
は
、
さ
と
り
を
自
ら
享
受
し
、
か
つ
他
人
に
享
受

〕

せ
し
め
る
身
体
〔
受
用
真

、
第
三
に
、
人
々
を
教
化
す
る
た
め

〕

に
姿
を
か
え
て
現
れ
る
身
体
〔
変
化
身

、
第
四
は
、
救
わ
れ
る

〕

も
の
と
同
等
の
姿
を
と
っ
て
現
れ
る
身
体
〔
等
流
身
〕
で
あ
る
。

こ
れ
ら
も

「
身
」
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

、

ま
た
、
次
の
三
種
類
の
「
身
」
が
あ
る
。
第
一
は
、
文
字
〔
梵

字
〕
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
仏
の
身
体
、
第
二
は
、
印
契
な
ど
の

象
徴
物
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
仏
の
身
体
、
第
三
は
、
姿
・
形
を

と
る
形
像
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
仏
の
身
体
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
「
身
」
が
、
縦
横
無
尽
に
か
か
わ
り

、

、

、

あ
っ
て
い
る
こ
と
は

た
と
え
ば

多
く
の
鏡
を
向
か
い
あ
わ
せ

そ
の
間
に
あ
る
物
体
を
置
く
と
、
相
互
に
限
り
な
く
映
し
合
う
こ

と
、
も
し
く
は
、
多
数
の
灯
明
を
な
ら
べ
て
置
く
と
、
互
い
に
照

、

。

ら
し
あ
っ
て

個
別
の
光
を
区
別
で
き
な
い
こ
と
と
同
様
で
あ
る

各
身
が
相
互
に
か
か
わ
る
さ
ま
は
、
か
の
「
身
」
は
、
す
な
わ

ち
、
こ
の
「
身
」
で
あ
り
、
こ
の
「
身
」
は
、
か
の
「
身
」
で
あ

る
と
い
う
関
係
で
表
現
さ
れ
る
。

同
様
に
、
仏
の
身
体
は
、
す
な
わ
ち
生
き
と
し
て
生
け
る
も
の

、

、

、

の
身
体
で
あ
り

生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
身
体
は

す
な
わ
ち

仏
の
身
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
不
同
で
あ
り
な
が

ら
同
一
で
あ
り
、
不
異
で
あ
り
な
が
ら
異
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
第
一
偈
の
「
即
身
偈
」
の
第
四
句
で
あ
る
「
重
重
帝
網

な
る
を
即
身
と
名
づ
く
」
と
い
う
言
葉
の
説
明
を
終
え
た
が
、
六

大
・
四
曼
・
三
密
と
い
う
本
質
・
様
相
・
作
用
と
い
う
三
種
類
の

要
素
が
い
ず
れ
も
相
応
し
あ
っ
て
、
あ
た
か
も
帝
網
の
よ
う
に
重

々
無
尽
に
渾
然
一
体
と
な
っ
た
状
態
が
即
身
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ

る
。

＊

＊

＊

＊

こ
の
現
代
語
訳
（
要
旨
）
を
お
読
み
頂
け
れ
ば
、
お
分
か
り
の

よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
解
説
が
ご
理
解
で
き
て
い
る
方
に
は
、
さ

し
て
難
し
い
言
葉
は
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。

で
も
、
語
句
と
し
て
は
理
解
で
き
て
も
、
そ
の
意
味
す
る
内
容

は
、
と
て
も
深
遠
な
も
の
で
す
。

偈
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
我
と
、
仏
と
、
衆
生
と
が
、
不
同

で
あ
り
な
が
ら
、
同
一
で
あ
る
と
は
、
理
屈
と
し
て
は
、
分
か
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
哲
学
者
や
仏
教
学
者
は
、
な
ん
と
か
理

屈
を
付
け
た
が
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
ど
こ
ま
で
も
体
験
に
基
づ

く
も
の
で
、
そ
れ
が
な
い
者
が
説
き
ま
す
と
、
必
ず
間
違
い
を
犯

し
て
し
ま
う
の
で
す
。

何
度
も
述
べ
ま
す
よ
う
に
「
入
我
我
入
（
即
身
成
仏

」
を
体

）

験
し
ま
す
と
、
あ
ら
ゆ
る
「
存
在
」
は
自
分
と
一
体
で
あ
る
と
実

感
す
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
勝
手
に
そ
う
思
え
る
訳
で
、
努
め
て

そ
う
思
お
う
と
し
て
、
思
う
の
で
は
な
い
の
で
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

母
の
偉
大
さ

情
動
の

共
有
す
る
は

母
と
な
り

「
こ
こ
ろ
」
育
て
る

母
の
偉
大
さ

成
人
が
暴
れ
る

成
人
は

人
と
成
る
こ
と

意
味
し
て
る

式
で
荒
れ
る
は

な
ん
と
し
た
こ
と

共
依
存

共
依
存

子
ど
も
の
自
立

疎
外
し
て

登
校
拒
否
の

原
因
と
な
る

責
任
あ
る
個
人
に
育
つ

子
ど
も
ら
に

自
由
与
え
り
ゃ

責
任
の

と
れ
る
大
人
に

な
る
と
言
う

馬
鹿
な
大
人
の

居
る
を
悲
し
む

夫
婦
仲
が
悪
い

夫
婦
仲

悪
け
り
ゃ
子
ど
も

そ
れ
な
り
に

曲
が
っ
て
育
つ
は

当
然
の
こ
と

愛
情
欠
乏
症

愛
さ
れ
た
い

可
愛
が
ら
れ
た
い

愛
さ
れ
た
い

可
愛
が
ら
れ
た
い

愛
さ
れ
た
い

可
愛
が
ら
れ
た
い

ど
こ
ま
で
も
続
く

多
く
の
子
ど
も
の

切
な
い
思
い

そ
し
て
つ
い
に

大
人
に
成
っ
て
も

ま
だ
ま
だ

愛
さ
れ
た
い

可
愛
が
ら
れ
た
い

愛
さ
れ
た
い

可
愛
が
ら
れ
た
い

刹
那
と
な
る

情
動
の

共
有
欠
き
て

自
閉
化
し

全
て
刹
那
と

な
る
人
多
し
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会
社
は
人
な
り

出
勤
簿
が
な
く

定
年
制
も
な
い

雇
う
の
は
先
着
順

出
張
精
算
は

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の

利
用
代
金
明
細
書

役
員
賞
与
も
と
ら
な
き
ゃ

グ
ル
ー
プ
会
社
間
な
ら

契
約
書
も
と
ら
な
い

す
べ
て
は
善
意
と
信
頼
に

基
づ
い
て
経
営
す
る

な
の
に

世
界
に
な
い
物
を
作
る

そ
う
い
う
中
小
企
業
が
あ
る

豊
橋
市

樹
研
工
業

従
業
員
９
０
人

年
商
約
３
０
億
円

会
社
は
人
な
り

人
は
信
頼
な
り

「
子
は
親
の
鏡
」

貴
方
の
育
っ
た
家
庭
は

ど
ん
な
家
庭
で
す
か
？

愛
情
の
な
い
家
庭

緊
張
の
あ
る
家
庭

安
心
の
な
い
家
庭

対
立
の
あ
る
家
庭

夫
婦
仲
の
悪
い
家
庭

冷
た
い
家
庭

統
制
ば
か
り
す
る
家
庭

専
制
主
義
の
家
庭

自
由
の
な
い
家
庭

干
渉
し
な
い
家
庭

共
依
存
す
る
家
庭

甘
や
か
さ
れ
る
家
庭

し
つ
け
の
な
い
家
庭

波
風
の
立
た
な
い
家
庭

自
己
表
現
し
な
い
家
庭

バ
ラ
バ
ラ
な
家
庭

暴
力
の
あ
る
家
庭

心
の
通
じ
な
い
家
庭

機
嫌
を
取
ら
さ
れ
る
家
庭

育
つ
家
庭
で

子
ど
も
が
決
ま
る

哀
れ
な
衆
生

深
き
業

背
負
い
て
歩
む

人
生
を

苦
難
と
思
え
ぬ

哀
れ
な
衆
生

武
士
道
と
は
強
さ
な
り

い
ま

映
画
や
小
説
で

髷
物
（
ま
げ
も
の
）
が

受
け
て
い
る
の
は

武
士
道
の
基
本
が

強
さ
の
追
求
で
あ
り

そ
れ
に
心
ひ
か
れ
る
人
々
は

皆
そ
れ
ぞ
れ
に

武
士
道
の
追
求
者

で
あ
る
と
い
う

そ
れ
は
間
違
い

人
々
が
自
己
を
肥
大
さ
せ

ま
す
ま
す
他
者
に
勝
つ
と
い

う優
越
欲
を
満
足
さ
せ
て
い
る

だ
け
な
の
だ
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自
作
随
筆
選

責
任
あ
る
個
人
と
は

一
月
五
日
（
月
）
付
け
毎
日
新
聞
「
論
点
」
欄
に
「
ど
こ
へ
行

く
日
本

２
０
０
４
年
の
こ
の
国
」
と
題
し
て
三
人
の
方
が
意
見

を
寄
せ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
の
一
人
は
建
築
家
の
安
藤
忠

雄
氏
で
し
た
。
そ
の
見
出
し
は
「

責
任
あ
る
個
人
』
よ
育
て
」

『

で
し
た
。

こ
の
見
出
し
を
見
た
途
端
に
、
私
は

「
え
、
本
当
？
」
と
思

、

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
と
言
い
ま
す
の
は
、
個
人
（
主
義
）
と

責
任
と
は
あ
い
矛
盾
す
る
概
念
だ
か
ら
で
す
。
そ
れ
が

「
な
ぜ

、

な
の
か
」
の
説
明
は
、
後
ほ
ど
に
し
て
、
ま
ず
、
安
藤
氏
の
主
張

さ
れ
る
と
こ
ろ
を
聞
い
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

同
氏
は
、
書
き
出
し
で
、
今
の
日
本
の
社
会
状
況
を
「
責
任
感

を
欠
落
」
さ
せ
て
い
る
状
態
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
例

と
し
て
仕
事
上
の
事
故
が
続
出
し
て
い
る
点
を
挙
げ
て
お
ら
れ
ま

す
。
そ
の
一
つ
の
代
表
は
、
医
療
事
故
の
続
出
で
す
。
人
々
の
何

者
に
も
代
え
が
た
い
命
を
あ
ず
か
る
医
師
、
自
ら
も
傲
慢
に
「
命

の
重
さ
は
地
球
よ
り
も
思
い
」
と
言
う
医
師
が
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う

医
療
上
の
ミ
ス
を
犯
し
て
患
者
を
死
に
至
ら
し
め
る
の
は
、
な
ん

と
し
た
こ
と
か
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
お
ら
れ
ま
す

「
現
在
の
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
の
国

。

力
の
低
下
は

〈
人
間
〉
を
〈
責
任
あ
る
個
人
〉
と
し
て
育
て
ら

、

、

。

、

れ
な
い

社
会
構
造
に
源
が
あ
る
の
は
間
違
い
な
い

／
問
題
は

（

）

、

。
」

。

彼
ら

若
者

が

文
字
通
り
自
立
し
て
い
な
い
こ
と
だ

と

、

「

」

、

で
は

ど
う
す
れ
ば

責
任
あ
る
個
人
が
育
つ
の
か

で
す
が

同
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
人
間
の
根
幹
は
、
純
粋
に
世
界
を
知
ろ
う
と
す
る
子
供
の
と

き
に
形
づ
く
ら
れ
る
。
必
要
な
の
は
、
子
供
な
り
に
自
分
で
考
え

て
、
行
動
で
き
る
自
由
を
与
え
て
や
る
こ
と
だ
。
自
分
の
心
を
探

す
う
ち
に
友
を
知
り
、
生
命
を
知
り
、
自
分
が
戻
る
家
庭
の
意
味

を
学
ぶ
。
自
由
を
通
じ
て
責
任
の
意
味
を
身
体
で
学
ぶ
。
責
任
を

伴
っ
た
自
由
を
大
切
に
し
て
や
っ
て
い
れ
ば
、
昨
今
の
青
少
年
の

凶
悪
犯
罪
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

」
と
。

。

一
見
し
て
、
も
っ
と
も
な
ご
指
摘
な
の
で
す
が
、
で
も
、
と
て

も
大
切
な
点
が
欠
け
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
こ
う
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
条
件
が
必

要
な
の
で
す
。
そ
の
条
件
と
は
、
親
の
「
愛
（
子
へ
の
無
条
件
の

関
心

」
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
「
情
動
の
共
有
」
な
の
で

）

す
。
そ
れ
は
、
私
の
理
論
で
言
い
ま
す
と

「
他
己
」
を
な
す

、

も
の
で
す
。

も
し
、
こ
う
し
た
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
と

「
行
動
で
き
る
自

、
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由
を
与
え
て
や
れ
ば
」
や
る
ほ
ど
、
実
は
、
人
間
は
、
無
責
任
に

な
っ
て
い
く
の
で
す

「
自
由
を
通
じ
て
責
任
の
意
味
を
身
体
で

。

学
ぶ
」
こ
と
な
ど
、
到
底
、
で
き
る
わ
け
が
な
い
の
で
す
。

、

。

責
任
は

英
語
で
は
ｒ
ｅ
ｓ
ｐ
ｏ
ｎ
ｓ
ｉ
ｂ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ
で
す

そ
れ
は
、
文
字
通
り
に
訳
し
ま
す
と
、
応
答
す
る
力
で
す
。
応
答

と
は
、
他
者
の
「
こ
こ
ろ
」
へ
の
反
応
で
す
。

責
任
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
（
責
任
感
）
は
、
私
の
理
論
で
い
う
、

「
情
動
の
共
有
」
を
通
じ
て
養
わ
れ
る
「
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ

ろ
」
な
の
で
す
。

安
藤
氏
が
言
わ
れ
る
「
自
由
に
責
任
が
伴
う
」
の
は
、
自
分
の

為
す
行
為
に
よ
っ
て
他
者
が
何
ら
か
の
迷
惑
（
＝
悪
い
影
響
）
を

受
け
る
（
受
け
た
）
だ
ろ
う
と
き
、
そ
の
「
他
（
者

」
の
「
こ

）

こ
ろ
の
痛
み
」
を
「
自
（
分

」
の
「
こ
こ
ろ
の
痛
み
」
と
す
る

）

こ
と
が
で
き
る
か
ら
な
の
で
す
。
そ
う
で
き
る
の
は
「
人
の
心
を

感
じ
る
こ
こ
ろ
」
が
お
互
い
の
「
精
神
（
他
己

」
の
中
に
あ
る

）

か
ら
で
す
。
そ
れ
を
欠
く
と
き
、
人
は
自
分
の
行
動
に
責
任
を
伴

わ
す
こ
と
、
つ
ま
り
責
任
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

現
在
の
日
本
は
、
民
主
主
義
の
進
展
に
よ
っ
て
、
人
々
が
他
己

を
弱
め
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
」
を
失

い
つ
つ
あ
る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
民
主
主
義
は
自
己
を
追
求

す
る
制
度
だ
か
ら
で
す
。
自
分
の
自
由
と
そ
の
自
由
を
保
障
す
る

平
等
の
み
を
主
張
す
る
制
度
だ
か
ら
で
す
。
人
間
社
会
を
崩
壊
か

ら
護
り
、
そ
れ
を
維
持
さ
せ
て
い
く
も
の
は
、
自
分
の
自
由
や
平

等
を
主
張
す
る
中
に
は
存
在
し
な
い
の
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
、

そ
れ
は
、
他
者
の
こ
と
に
配
慮
す
る
精
神
の
働
き
（
＝
他
己
）
の

中
に
こ
そ
存
在
す
る
の
で
す
。
そ
れ
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て

い
ま
す
「
責
任
感
」
で
あ
っ
た
り

「
義
務
感
」
で
あ
っ
た
り
す

、

る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
他
者
性
の
根
幹
を
な
す
も
の

は
、
私
の
理
論
で
は
人
間
だ
け
に
固
有
な
無
意
識
（
精
神
の
髄
）

に
宿
す
「
仏
（
の
大
慈
大
悲
）
や
神
（
の
愛

」
な
の
で
す
。
そ

）

れ
は
、
意
識
領
域
で
は
信
仰
心
と
言
え
る
も
の
で
す
。

日
本
は
、
世
界
中
で
極
め
て
珍
し
い
ケ
ー
ス
と
し
て
、
信
仰
と

か
宗
教
を
否
定
さ
れ
、
民
主
主
義
の
み
を
こ
こ
ろ
の
拠
り
所
と
し

て
き
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
は
、
自
由
と
責
任
は
完
全
に
矛
盾
す
る

概
念
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
安
藤
氏
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
言

及
す
る
こ
と
な
く
し
て
「
自
由
を
与
え
て

「
責
任
あ
る
個
人
」

」

「
自
立
し
た
個
人
」
を
育
て
る
べ
き
だ
と
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
そ
の

、

、

。

こ
と
が

実
は

既
に
無
責
任
な
発
言
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が

、

、

前
述
し
ま
し
た
医
師
の

自
由
に
為
す
無
責
任
な
医
療
行
為
も

自
分
で
は
悪
を
な
し
て
い
る
と
い
う
、
た
い
し
た
意
識
な
し
に
為

し
て
い
る
の
で
す
。
行
っ
た
結
果
が
「
間
違
い
だ
っ
た
か
」
と
い

。

、

っ
た
程
度
に
し
か
感
じ
て
い
な
い
の
だ
と
思
う
の
で
す

む
し
ろ

逆
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
自
分
で
は
善
い
こ
と
を
為
し
て
い
る
（
生
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か
す
）
と
思
っ
て
悪
を
為
し
て
い
る
（
死
な
す
）
の
で
す
。

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
責
任
あ
る
個
人
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
た
め
に
は
、
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
お
分
か
り
の
よ
う

「

」

。

に

他
己

そ
の
も
の
の
働
き
を
強
め
る
以
外
に
は
な
い
の
で
す

他
己
を
強
め
る
た
め
に
は
、
自
由
を
ど
ん
ど
ん
与
え
る
の
で
は
な

く
て
、
与
え
た
自
由
に
匹
敵
す
る
統
制
（
我
慢
）
を
加
え
る
こ
と

が
必
要
な
の
で
す
。
し
か
し
、
現
状
の
打
開
法
と
し
て
多
く
の
方

が
提
案
さ
れ
る
の
は
、
も
っ
と
も
っ
と
自
由
を
与
え
て
、
子
供
を

伸
び
伸
び
と
さ
せ
、
子
ど
も
に
ス
ト
レ
ス
を
掛
け
な
い
こ
と
だ
と

言
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
は
、
間
違
い
だ
と
思
い
ま
す
。

愛
情
を
十
分
与
え
た
上
で
、
も
っ
と
も
っ
と
統
制
（
我
慢
）
を

課
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
、
厳
正
に
、
か
つ
厳

格
に
、
規
則
に
従
わ
せ
る
こ
と
で
す
。
我
慢
し
て
も
、
大
人
の
す

る
仕
事
を
手
伝
わ
せ
た
り
、
分
担
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
で
す
。

も
っ
と
理
想
的
な
こ
と
を
言
い
ま
す
と
、
愛
情
を
与
え
て
、
情

動
の
共
有
を
し
て
い
ま
す
と

「
あ
あ
し
ろ
、
こ
う
し
ろ
」
と
言

、

、

、

わ
な
く
て
も

つ
ま
り
統
制
を
加
え
る
と
い
う
意
識
が
な
く
て
も

勝
手
に
子
ど
も
は
、
親
の
思
う
通
り
に
、
期
待
す
る
通
り
に
行
動

す
る
よ
う
に
な
る
も
の
な
の
で
す
。
実
は

「
あ
あ
し
ろ
、
こ
う

、

し
ろ
」
と
言
っ
て
す
る
よ
う
で
は
、
既
に
、
教
育
は
失
敗
し
て
い

る
と
言
え
る
の
で
す
。
そ
う
し
た
、
統
制
を
加
え
る
と
い
う
意
識

な
し
で
出
来
る
教
育
を
、
私
は

「
響
育
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

、

お
互
い
に
、
こ
こ
ろ
を
響
か
せ
合
っ
て
育
つ
の
で
す
。

家
庭
の
な
か
で
、
子
育
て
を
通
じ
て
、
親
も
育
ち
、
子
も
育
つ

。

、

。

の
で
す

お
互
い
に
こ
こ
ろ
を
響
か
せ
合
い

育
ち
合
う
の
で
す

そ
れ
が
、
人
間
関
係
と
い
う
も
の
な
の
で
す
。
親
は
、
子
を
も
う

け
、
子
を
育
て
る
こ
と
で
、
人
間
と
し
て
の
優
し
さ
、
や
「
人
間

と
し
て
こ
こ
ろ
を
触
れ
合
わ
す
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、

と
い
っ
た
こ
と
を
身
を
も
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

し
か
し
、
い
ま
、
日
本
人
は
、
太
平
洋
戦
争
に
負
け
て
以
後
、

自
由
（
と
そ
れ
を
保
障
す
る
平
等
）
ば
か
り
を
主
張
し
て
き
ま
し

た
か
ら
、
自
由
さ
え
十
分
与
え
て
い
れ
ば
、
子
ど
も
は
ち
ゃ
ん
と

育
つ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
信
仰
を

失
っ
て
、
自
由
ば
か
り
を
与
え
て
い
ま
す
と
、
人
は
ま
す
ま
す
、

個
に
閉
じ
て
、
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
な
っ
て
行
く
の
で
す
。
責

任
感
が
育
つ
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
、
責
任
感
や
規
範
性
を
失
い
、
社

会
は
、
だ
ん
だ
ん
と
活
力
を
な
く
し
て
行
き
ま
す
。
そ
し
て
、
安

藤
氏
が
言
わ
れ
ま
す
よ
う
に
「
国
力
の
低
下
」
を
招
い
て
、
社
会

は
衰
退
に
向
か
っ
て
行
く
の
で
す
。
書
き
出
し
に
「
ど
こ
へ
行
く

日
本

２
０
０
４
年
の
こ
の
国
」
と
あ
り
ま
し
た
が
、
い
ま
日
本

は
、
信
仰
や
宗
教
を
失
い
、
民
主
主
義
の
み
を
信
奉
し
て
、
世
界

に
先
駆
け
て
社
会
崩
壊
へ
と
さ
え
向
か
っ
て
い
る
の
で
す
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
一
三
〇
）

（
三
八
七
）
太
陽
は
昼
に
か
が
や
き
、
月
は
夜
に
照
ら
し
、

武
士
は
鎧
を
着
て
か
が
や
き
、
バ
ラ
モ
ン
は
瞑
想
に
専
念
し

て
か
が
や
く
。
し
か
し
ブ
ッ
ダ
は
つ
ね
に
威
力
も
て
昼
夜
に

輝
く
。

な
か
な
か
難
し
い
偈
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は

「
バ
ラ
モ
ン

、

は
瞑
想
に
専
念
し
て
か
が
や
く
。
し
か
し
ブ
ッ
ダ
は
つ
ね
に
威
力

も
て
昼
夜
に
輝
く
」
と
い
う
部
分
で
す
。

バ
ラ
モ
ン
と
は
何
か
、
に
つ
き
ま
し
て
は
昨
年
の
十
一
月
号
で

出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
仏
教
で
は
、
イ
ン
ド
伝
来
で
あ
っ
た

単
な
る
「
祭
祀
（
さ
い
し
）
を
行
う
人
で
は
な
く
、
徳
を
身
に
具

現
し
た
人
の
こ
と
」
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

で
は

「
瞑
想
に
専
念
し
て
輝
く

「
徳
を
身
に
具
現
し
た
バ

、

」

」

「

」

、

ラ
モ
ン

と

つ
ね
に
威
力
を
も
っ
て
昼
夜
輝
く
ブ
ッ
ダ

で
は

、

。

、

ど
こ
が

ど
う
違
う
の
で
し
ょ
う
か

そ
れ
が
分
か
ら
な
け
れ
ば

こ
の
偈
は
理
解
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

か
つ
て
引
用
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
老
子
は
次
の
よ
う

な
趣
旨
の
言
葉
を
述
べ
て
い
ま
す

「
道
が
廃
れ
て
、
徳
が
起
こ

。

、

、

、

、

、

り

徳
が
廃
れ
て

仁
が
起
こ
り

仁
が
廃
れ
て

義
が
起
こ
り

義
が
廃
れ
て
礼
が
起
こ
る
」
と
（
記
憶
で
書
い
て
い
ま
す
の
で
、

「
章
」
と
正
確
な
言
葉
は
分
か
り
ま
せ
ん
が

。
）

さ
て
、
釈
尊
の
こ
の
偈
で
す
が
、
老
子
で
言
い
ま
す
と
、
釈
尊

は
、
道
を
体
得
し
て
お
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
が
、
バ
ラ
モ
ン
と
呼

ば
れ
る
人
は
、
ひ
た
す
ら
精
進
（
瞑
想
）
し
て
、
徳
を
体
得
し
て

い
る
人
だ
と
思
う
の
で
す
。

道
を
体
得
す
る
と
は
、
仏
教
で
言
い
ま
す
と
、
煩
悩
を
解
脱
し

て
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
達
し
て
い
る
こ
と
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
な
り
ま
す
と
、
今
、
た
と
え
瞑
想
し
て
い
な
く
て
も
、
昼
夜

二
十
四
時
間
に
わ
た
っ
て
、
常
に
威
力
を
放
っ
て
、
輝
い
て
い
る

の
で
す
。
そ
れ
は
、
存
在
そ
の
ま
ま
が
、
仏
（
で
あ
り
神
）
で
あ

る
と
言
え
る
の
で
す
。

そ
れ
は
、
老
子
で
言
い
ま
す
と
、
道
を
体
得
し
て
、
そ
れ
以
下

の
徳
も
、
仁
も
、
義
も
、
礼
も
、
す
べ
て
体
得
し
て
い
る
状
態
な

の
で
す
。

、
「

」

、

、

こ
こ
で

威
力

と
い
う
言
葉
が
出
て
い
ま
す
が

こ
れ
は

そ
の
人
の
も
つ
雰
囲
気
（
威
光
・
オ
ー
ラ
）
の
力
に
よ
っ
て
人
に

与
え
る
強
い
影
響
力
ぐ
ら
い
に
思
っ
て
頂
け
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま

す
。
で
も
、
そ
れ
が
、
威
光
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
受
け
る

側
の
「
他
己
」
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
い
く
ら
光
を
放
っ
て

い
て
も
、
そ
れ
を
感
じ
る
リ
セ
プ
タ
ー
（
受
容
器
）
が
壊
れ
て
い

た
り
、
感
じ
る
こ
こ
ろ
が
枯
れ
て
い
ま
す
と
、
威
力
は
発
揮
さ
れ
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な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
代
は
、
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
。

（
三
八
八
）
悪
を
取
り
除
い
た
の
で
〈
バ
ラ
モ
ン

（
婆
羅

〉

門
）
と
呼
ば
れ
、
行
い
が
静
か
に
や
す
ま
っ
て
い
る
の
で

〈
道
の
人

（
沙
門
）
と
呼
ば
れ
る
。
お
の
れ
の
汚
れ
を
除

〉

い
た
の
で
、
そ
の
ゆ
え
に
〈
出
家
者
〉
と
呼
ば
れ
る
。

こ
の
偈
は
、
テ
キ
ス
ト
に
し
て
い
ま
す
本
の
中
村
元
訳
注
に
よ

り
ま
す
と

「
～
な
の
で
～
と
呼
ば
れ
る
」
と
い
う
場
合
の
、
二

、

つ
の
～
は
、
語
源
解
釈
的
に
似
た
音
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

つ
ま
り
、
バ
ラ
モ
ン
の
語
源
は
「
悪
を
取
り
除
く
」
と
い
う
こ

と
で
す
し
、
道
の
人
（
沙
門
）
の
語
源
は

「
行
い
が
静
か
に
や

、

」

。

、

、

す
ま
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す

ま
た

出
家
者
の
語
源
は

「
お
の
れ
の
汚
れ
を
除
く
」
と
い
う
こ
と
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。

さ
て
、
内
容
を
検
討
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
バ

ラ
モ
ン
と
は
悪
を
取
り
除
く
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
悪
で
思
い
出

し
ま
す
の
は
、
七
仏
通
戒
偈
で
す

「
諸
悪
莫
作

衆
善
奉
行

。

自
浄
其
意

。
過
去
の
七
仏
が
共
通
し
て
説
か
れ
た
こ
と
は
、
ま

」

ず
、
始
め
が
「
諸
悪
莫
作
（
も
ろ
も
ろ
の
悪
を
な
す
な

」
と
い

）

う
こ
と
で
す
。

悪
を
な
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
バ
ラ
モ
ン
と
呼
ば
れ
る
た
め

の
最
低
条
件
だ
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

次
の
、
沙
門
（
し
ゃ
も
ん
）
で
す
が
、
私
も
奥
付
に
「
ひ
び
き

の
さ
と

沙
門
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
私
は
、
一
般
的
な
使
い
方

で
、
広
辞
苑
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
「
出
家
し
て
仏
門
に
入
り
、
道

を
修
め
る
人
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
使
っ
て
い
ま
す
。

通
俗
語
源
解
釈
で
は
、
沙
門
と
い
う
語
は
「
休
息
す
る
」
と
い

う
語
根
に
由
来
す
る
と
解
せ
ら
れ
て
い
て
、
こ
こ
に
あ
り
ま
す
よ

う
に
「
行
い
が
静
か
に
や
す
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
い
う
わ
け
で
す
。

確
か
に
、
仏
教
徒
が
目
指
す
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
は
涅
槃
寂
静
と
訳

さ
れ
ま
す
よ
う
に
、
沙
門
は
、
行
い
が
静
か
に
や
す
ま
る
こ
と
を

目
指
し
て
修
行
に
励
む
人
だ
と
言
え
ま
す
。

最
後
に
、
出
家
者
の
語
源
は

「
お
の
れ
の
汚
れ
を
除
く
」
と

、

い
う
こ
と
だ
そ
う
で
す
。

お
の
れ
の
「
汚
れ
を
除
く
」
と
い
う
言
葉
を
聞
き
ま
す
と
、
私

は

「
自
性
清
浄

客
塵
煩
悩
」
を
思
い
出
し
ま
す
。
人
間
は
生

、
ま
れ
た
と
き
は
「
こ
こ
ろ
」
が
清
浄
（
し
ょ
う
じ
ょ
う
）
な
の
で

す
が
、
成
長
の
過
程
で
、
こ
こ
ろ
に
垢
を
つ
け
て
来
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
れ
を

「
汚
れ
を
除
い
て
」
も
と
の
清
浄
に
す
る
た

、

め
に
は
、
出
家
し
て
こ
こ
ろ
を
磨
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
こ
ろ
の
汚
れ
を
除
く
と
は
、
自
己
へ
の
執
着
を

捨
て
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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（
三
八
九
）
バ
ラ
モ
ン
を
打
つ
な
。
バ
ラ
モ
ン
は
か
れ
（
＝

打
つ
人
）
に
た
い
し
て
怒
り
を
放
つ
な
。
バ
ラ
モ
ン
を
打
つ

も
の
に
は
禍
が
あ
る
。
し
か
し
（
打
た
れ
て
）
怒
る
者
に
は

さ
ら
に
禍
が
あ
る
。

こ
の
偈
は
、
釈
尊
が
バ
ラ
モ
ン
を
目
指
す
弟
子
た
ち
に
、
戒
め
と

し
て
示
さ
れ
た
偈
で
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

「
弟
子
た
ち
よ
、
打
た
れ
て
も
怒
っ
て
は
な
ら
な
い
、
打
っ
た

者
に
は
、
か
な
ら
ず
、
ば
ち
が
あ
た
っ
て
禍
が
及
ぶ
が
、
そ
れ
以

、

、

」

、

上
に

打
っ
た
者
に
怒
れ
ば

お
前
た
ち
に
も
禍
が
及
ぶ
ぞ

と

諭
さ
れ
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
打
っ
た
も
の
に
怒
れ
ば
、
そ
れ

は
単
な
る
喧
嘩
に
な
り
ま
す
。
喧
嘩
は
両
成
敗
で
す
。
た
と
え
こ

、

、

ち
ら
に
非
が
な
く

相
手
に
非
が
あ
っ
て
打
っ
て
き
た
と
し
て
も

バ
ラ
モ
ン
（
修
行
者
）
は
、
怒
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
が
、
相
手
が
打
っ
て
き
た
ら
、
ど
こ

ま
で
も
許
し
て
、
頭
を
下
げ
る
の
で
す
。
釈
尊
も
、
こ
の
難
し
さ

に
、
特
に
弟
子
に
対
し
て
、
説
諭
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

既
に
出
て
き
て
た
、
こ
の
偈
に
関
連
し
た
偈
と
し
て
次
の
も
の

が
あ
り
ま
す
。

①
（
一
三
七
、
一
四
〇
）
手
む
か
う
こ
と
な
く
、
罪
咎
（
つ
み

と
が
）
の
無
い
人
々
に
害
を
加
え
る
な
ら
ば
、
次
に
挙
げ
る
十
種

の
場
合
の
う
ち
の
ど
れ
か
に
速
や
か
に
出
会
う
で
あ
ろ
う

１
激
し
い
痛
み
、
２
老
衰
、
３
身
体
の
障
害
、
４
重
い
病
い
、
５

乱
心
、
６
国
王
か
ら
の
災
い
、
７
恐
ろ
し
い
告
げ
口
、
８
親
族
の

滅
亡
と
、
９
財
産
の
損
失
と
、
碓
そ
の
人
の
家
を
火
が
焼
く
。
こ

の
愚
か
な
者
は
、
身
や
ぶ
れ
て
の
ち
、
地
獄
に
生
ま
れ
る
。

②
（
一
八
四
）
忍
耐
・
堪
忍
は
最
上
の
苦
行
で
あ
る
。
ニ
ル
ヴ

ァ
ー
ナ
は
最
高
の
も
の
で
あ
る
と
、
も
ろ
も
ろ
の
ブ
ッ
ダ
は
説
き

た
ま
う
。
他
人
を
害
す
る
人
は
出
家
者
で
は
な
い
。
他
人
を
悩
ま

す
人
は
〈
道
の
人
〉
で
は
な
い
。

③
（
二
二
三
）
怒
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
怒
り
に
う
ち
勝
て
。

善
い
こ
と
に
よ
っ
て
悪
い
こ
と
に
う
ち
勝
て
。
わ
か
ち
合
う
こ
と

に
よ
っ
て
物
惜
し
み
に
う
ち
勝
て
。
真
実
に
よ
っ
て
虚
言
の
人
に

う
ち
勝
て
。

釈
尊
は
、
怒
ら
な
い
こ
と
や
、
そ
れ
に
耐
え
る
こ
と
が
、
い
か

に
難
し
い
か
、
繰
り
返
し
説
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

偈
（
一
三
七
、
一
四
〇
）
で
は
、
人
格
完
成
（
解
脱
）
を
目
指

し
て
修
行
す
る
人
に
対
し
て
、
打
つ
人
、
害
を
与
え
る
人
は
、
ば

ち
が
当
た
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
釈
尊
の

実
感
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
も
体
験
と
し
て
、

、

、

。

具
体
的
に
は
申
し
ま
せ
ん
が

そ
れ
を

多
く
実
感
し
て
い
ま
す

い
ま
、
世
界
中
で
恨
み
に
恨
み
を
返
し
て
い
ま
す
。
悲
し
い
か
な

で
す
。
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後
記

一
、
寒
い
日
が
続
き
ま
し
た
が
、
お
風
邪
な
ど
引
か
れ
ま
せ
ん
で

し
た
で
し
ょ
う
か
。

二
、
畑
の
方
は
、
ほ
と
ん
ど
休
業
状
態
で
す
。
と
き
ど
き
、
掘
ら

ず
に
残
し
て
カ
ヤ
で
お
お
っ
て
い
ま
す
里
芋
を
掘
る
ぐ
ら
い
で

す
。
無
農
薬
、
有
機
栽
培
の
せ
い
か
、
と
て
も
お
い
し
く
、
隔
日

に
、
頂
く
ほ
ど
で
す
。
さ
つ
ま
芋
は
、
ス
ト
ー
ブ
で
毎
日
の
よ
う

に
焼
い
て
食
べ
て
い
ま
す
。
三
十
分
以
上
か
け
て
、
じ
っ
く
り
焼

く
の
が
コ
ツ
の
よ
う
で
、
と
て
も
美
味
し
く
、
ケ
ー
キ
の
よ
う
で

す
。
芋
と
い
い
ま
す
と
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
も
味
噌
汁
に
入
れ
て
、
毎

日
、
頂
い
て
い
ま
す
。

三
、
わ
が
子
を
虐
待
す
る
事
件
が
、
毎
日
の
よ
う
に
、
起
こ
っ
て

い
ま
す
。
見
る
た
び
に
こ
こ
ろ
が
痛
み
ま
す
。
親
が
愛
情
を
薄
く

し
た
結
果
、
子
ど
も
は
可
愛
さ
や
従
順
さ
を
失
っ
て
、
虐
待
が
起

こ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

四
、
悲
し
い
予
測
で
す
が
、
今
後
、
虐
待
は
増
え
こ
そ
す
れ
、
減

る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
人
が
ま
す

ま
す
自
己
を
肥
大
さ
せ
、
他
己
を
萎
縮
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

五
、
ア
メ
リ
カ
人
の
中
に
は
、
民
主
主
義
な
い
し
現
代
科
学
・
文

明
が
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
る
人
が
い
ま
す

が
、
日
本
で
は
皆
無
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
自
由
や
自
己
ば
か
り

、

、

、

追
求
す
る
民
主
主
義
は

必
然
的
に

他
己
の
萎
縮
を
も
た
ら
し

社
会
を
崩
壊
に
導
き
ま
す
。
で
も
、
そ
の
行
き
詰
ま
り
を
解
決
に

、

、

、

導
く
道
は

私
の
知
る
か
ぎ
り
で
は

ア
メ
リ
カ
人
と
い
え
ど
も

誰
も
示
せ
て
い
ま
せ
ん
。

六
、
そ
の
道
は
、
他
己
を
回
復
す
る
以
外
に
な
い
の
で
す
。
そ
の

、

、

根
幹
は

自
分
を
超
え
た
力
が
自
分
に
働
い
て
い
る
こ
と
を
畏
れ

信
じ
る
こ
と
で
す
。
人
間
の
傲
慢
さ
を
捨
て
る
こ
と
で
す
。
現
代

人
は
、
み
ん
な
個
（
孤
）
に
閉
じ
て
、
人
に
限
ら
ず
、
他
の
あ
ら

ゆ
る
存
在
を
手
段
化
し
て
い
ま
す
。
わ
が
子
も
、
わ
が
連
れ
合
い

も
、
わ
が
仲
間
も
、
全
て
の
人
、
全
て
の
生
き
物
、
全
て
の
物
質

を
自
分
の
快
適
性
、
利
便
性
、
享
楽
性
の
手
段
と
し
て
い
る
の
で

す
。
自
分
の
利
益
と
選
り
好
み
の
手
段
と
し
て
い
る
の
で
す
。

月
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