
V
・
E
・
フ
ラ
ン
ク
ル
に
お
け
る
「
幸
福
」
「
愛
」
「
働
く
こ
と
」
の

人
間
学
的
一
考
察

広

岡

義

之

第
一
節
問
題
の
所
在

〈
フ
ラ
ン
ク
ル
が
把
握
す
る
「
自
己
実
現
」
と
は
？
〉

 
フ
ラ
ン
ク
ル
（
ノ
＼
一
犀
け
。
同
］
日
円
p
一
一
団
憎
9
D
昌
吋
｝
噂
一
㊤
O
α
1
一
㊤
㊤
刈
）
は
、
自
ら
の
「
自

己
実
現
」
理
解
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
自
己
実
現
は
人
間
の
究

極
の
目
的
で
は
な
い
。
自
己
実
現
は
そ
れ
自
体
が
目
標
に
さ
れ
た
瞬
間
か
ら
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人
間
存
在
の
自
己
超
越
性
と
矛
盾
し
始
あ
る
。
自
己
実
現
は
幸
福
と
同
様
、
意

 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

味
充
足
の
結
果
で
あ
る
。
そ
の
点
を
フ
ラ
ン
ク
ル
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
。
「
人
間
が
世
界
の
中
で
意
味
を
充
足
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
人
間
は

自
己
を
充
足
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
人
間
が
意
味
を
充
足
す
る
の
で
は
な
く
、

自
己
を
実
現
し
は
じ
め
る
な
ら
ば
、
自
己
実
現
は
た
だ
ち
に
そ
の
正
当
性
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

失
っ
て
し
ま
う
。
」
と
。
そ
の
意
味
で
、
「
自
己
実
現
」
は
人
生
の
志
向
性
の
無

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

意
図
的
結
果
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
本
当
の
自
己
実
現
や
生
き
が
い
は
、

直
接
的
な
自
己
主
張
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
自
己
以
外
の
他
の
者
ま
た
は
物
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

我
を
忘
れ
て
専
念
す
る
と
い
う
迂
路
を
通
っ
て
の
み
達
成
さ
れ
る
」
と
フ
ラ
ン

ク
ル
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
自
己
実
現
の
直
接
的
追
求
も
ま
た
自
己
実
現
の
妨
げ
と
な
る
〉

福二
結果として起こる

幸福に

なる理由

「
幸

 
 
福

追
 
の

 
求
 
 
追

 
 
す
る
求
」

'
 
上
述
の
よ
う
に

「
自
己
実
現
は
幸
福

 
 
と
同
じ
よ
う
に
意
味

 
 
充
足
の
結
果
で
あ

 
 
、
る
」
と
フ
ラ
ン
ク
ル

 
 
は
述
べ
て
い
る
が
、

① 
 
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ

図 
 
と
を
意
味
す
る
の
だ

 
 
ろ
う
か
。
こ
の
「
図

 
 
 
き
 

 
 
①
」
に
お
い
て
、
「
幸

 
 
福
」
と
は
意
味
へ
の

 
 
意
志
、
す
な
わ
ち
意

 
 
味
と
目
的
（
幸
福
に

一1一

「意味へ

の意志」

V
・
E
・
フ
ラ
ン
ク
ル
に
お
け
る
「
幸
福
」
「
愛
≒
働
く
こ
と
」
の
人
間
学
的
一
考
察



V
・
E
・
フ
ラ
ン
ク
ル
に
お
け
る
「
幸
福
」
「
愛
」
「
働
く
こ
と
」
の
人
間
学
的
一
考
察

な
る
理
由
）
を
発
見
し
、
そ
れ
を
充
実
さ
せ
る
人
間
の
努
力
に
よ
り
、
結
果
と

し
て
起
こ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
幸
福
の
直
接
的
追
求
が
結
果
的
に
は

幸
福
の
妨
げ
に
な
る
よ
う
に
、
自
己
実
現
の
直
接
的
追
求
も
ま
た
自
己
実
現
の

妨
げ
と
な
る
と
フ
ラ
ン
ク
ル
は
警
鐘
を
鳴
ら
す
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
自
己
実

現
も
ま
た
自
己
の
生
の
意
味
と
目
的
（
使
命
）
を
発
見
し
、
こ
れ
を
行
為
に
移

し
て
起
こ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
そ
こ
で
フ
ラ
ン
ク
ル
は
言
う
。
コ
般
に
人
間
の
現
存
在
に
お
い
て
自
己
充

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
や
自
己
実
現
が
問
題
に
な
る
場
合
、
そ
れ
ら
は
た
だ
結
果
と
し
て
達
せ
ら
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
の
で
あ
っ
て
、
意
図
し
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
が
自
分
を
ゆ
だ

ね
、
わ
れ
わ
れ
が
専
心
し
（
中
略
）
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
な
か
へ
投
げ
か
け
ら

れ
る
任
務
や
要
請
に
献
身
す
る
そ
の
程
度
に
応
じ
て
の
み
、
（
中
略
）
わ
れ
わ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身
を
も
充
足
し
、
そ
し
て
実
現
す
る
の
で
す
」
。

〈「

K
福
」
「
愛
」
「
働
く
こ
と
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
「
自
己
超
越
」
概
念
に
即
し
て

 
考
察
す
る
〉

 
わ
れ
わ
れ
は
上
述
の
よ
う
に
、
「
自
己
実
現
は
人
間
の
究
極
の
目
的
で
は
な

く
、
幸
福
と
同
じ
よ
う
に
意
味
充
足
の
結
果
で
あ
る
」
と
い
う
視
点
に
立
っ

て
、
以
下
の
第
二
節
で
は
「
幸
福
」
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
を
問
う
こ
と
に
よ

り
、
そ
れ
が
、
「
自
己
超
越
性
」
と
深
く
関
連
す
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て

み
た
い
。
そ
し
て
続
く
第
三
節
で
は
「
愛
す
る
」
と
い
う
現
象
を
人
間
学
的
に

考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
い
か
に
「
自
己
超
越
性
」
と
関
連
し
て
い

る
か
を
傍
証
す
る
。
最
終
節
の
「
働
く
こ
と
」
に
お
い
て
も
、
「
自
己
超
越
性
」

の
視
点
が
深
く
関
わ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
．
「
自
己
超
越
性
」
に
は
、
自
己
を
引
き

渡
す
対
象
（
仕
事
・
職
業
）
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

小
論
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
「
自
己
超
越
性
」
と
い
う
概
念
を
軸
に
、
現

代
人
に
と
っ
て
重
要
課
題
で
あ
る
「
幸
福
」
「
愛
」
「
働
く
こ
と
」
と
い
う
テ
ー

マ
を
任
意
に
設
定
し
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
人
間
学
的
課
題
を
深
め
て
ゆ
く
こ

と
に
す
る
。

第
二
節
「
幸
福
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と

 
 
一
、
人
は
「
幸
福
」
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？

〈「

�
y
原
理
」
の
自
己
破
壊
的
性
質
が
「
神
経
症
」
を
生
み
出
す
〉

 
フ
ラ
ン
ク
ル
に
よ
れ
ば
、
「
快
楽
原
理
」
は
自
己
破
壊
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
人
間
が
快
楽
を
求
め
れ
ば
求
め
る
ほ
ど
、
そ
の
目
標
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。
「
幸
福
の
追
求
」
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
皮
肉
な
こ
と
に

「
幸
福
」
は
妨
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。
「
快
楽
原
理
」
の
こ
の
自
己
破
壊
的
性
質

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

は
、
神
経
症
的
傾
向
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
反
対
に
人
間
生
活
が
正
常
に

営
ま
れ
て
い
る
場
合
、
「
快
楽
」
は
人
間
の
努
力
の
目
標
で
は
な
く
、
目
標
達

成
の
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
目
標
を
達
成
し
た
後
に
、
自
然
発
生
的
に
「
幸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福
」
が
結
果
と
し
て
起
こ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
い
え
ば
、
「
人
は
幸
福
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

追
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
。
（
傍
点
筆
者
）
こ
れ
が
「
図
①
」
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

〈「

n
位
衝
動
」
も
自
己
破
壊
的
な
も
の
で
あ
る
〉

 
フ
ロ
イ
ト
（
o
Q
一
σ
q
目
目
α
写
Φ
書
目
。
。
α
①
山
㊤
G
。
㊤
）
が
精
神
分
析
学
的
立
場
か
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ら
「
快
楽
原
理
」
を
強
調
し
た
よ
う
に
、
個
人
心
理
学
的
立
場
か
ら
ア
ド
ラ
1

（
≧
博
Φ
α
〉
巳
①
5
お
ざ
山
㊤
。
。
刈
）
は
、
「
地
位
衝
動
」
を
強
調
し
た
。
し
か
し

こ
の
「
地
位
衝
動
」
と
い
う
望
み
も
ま
た
、
そ
れ
を
持
つ
人
が
、
お
そ
か
れ
は

や
か
れ
「
地
位
追
求
者
」
と
し
て
見
捨
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
的
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
 

は
、
「
地
位
衝
動
」
も
自
己
破
壊
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

 
こ
の
事
実
を
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
自
分
自
身
の
例

を
引
き
合
い
に
だ
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ク
ル
は
こ
れ
ま
で

一
六
冊
の
著
書
を
出
版
し
て
き
た
が
、
結
局
、
一
番
、
評
判
や
成
功
か
ら
遠
い

と
思
わ
れ
た
『
人
間
の
意
味
探
究
』
（
邦
訳
名
『
夜
と
霧
』
）
こ
そ
が
、
結
果
と

し
て
自
ら
の
著
作
の
な
か
で
世
間
か
ら
一
番
評
価
さ
れ
注
目
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
と
き
の
経
験
か
ら
、
若
い
執
筆
者
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
ル

は
、
自
分
の
信
念
や
良
心
に
従
っ
て
、
執
筆
活
動
を
す
べ
き
で
あ
り
、
は
じ
め

か
ら
け
っ
し
て
成
功
を
気
遣
う
べ
き
で
は
な
い
と
助
言
し
て
い
る
。
人
が
「
成

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

功
」
を
気
に
し
な
け
れ
ば
し
な
い
ほ
ど
、
結
果
と
し
て
、
「
成
功
」
や
「
幸
福
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

は
生
起
し
や
す
い
の
で
あ
る
。

〈「

�
y
」
は
人
間
の
努
力
の
目
標
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
意
味
充
足
の
結
果

 
で
あ
る
〉

 
ア
ド
ラ
ー
の
い
う
「
地
位
衝
動
」
あ
る
い
は
「
権
力
へ
の
意
志
」
と
、
フ
ロ

イ
ト
の
い
う
「
快
楽
原
理
」
あ
る
い
は
「
快
楽
意
志
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、

人
間
の
意
志
の
派
生
物
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
「
意
味
へ
の
意
志
」
と
は
、
意

味
と
目
的
を
発
見
し
充
足
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
快
楽
は
人
間
の
努
力
の
目
標

で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
本
当
に
意
味
充
足
の
効
果
で
あ
る
。
そ
し
て
、
権
力

V
・
E
・
フ
ラ
ン
ク
ル
に
お
け
る
「
幸
福
」
「
愛
」
「
働
く
こ
と
」
の
人
間
学
的
一
考
察

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は
そ
れ
自
体
目
標
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
本
当
に
、
目
標
へ
の
手
段
で
あ
る
」
。

〈「

ﾓ
味
充
足
」
が
阻
止
さ
れ
た
と
き
、
人
は
「
権
力
」
で
満
足
す
る
か
「
快

楽
」
 
を
意
図
す
る
〉

 
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
程
度
の
権
力
、
た
と
え
ば
経
済
的
な
権
力
は
、
わ
れ
わ
れ

が
日
常
生
活
を
円
滑
に
進
め
て
ゆ
く
た
め
に
、
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
必
要
条
件
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
意
味
充
足
と
い
う
本
来
の
関
心
が
阻
止
さ
れ
た
と
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
の
み
、
人
は
権
力
で
満
足
す
る
か
快
楽
を
意
図
す
る
」
よ
う
に
な
る
。

 
こ
こ
で
重
要
な
の
は
フ
ラ
ン
ク
ル
の
次
の
説
明
で
あ
ろ
う
。
「
幸
福
と
成
功

は
と
も
に
充
足
の
単
な
る
代
用
物
で
あ
る
し
、
そ
の
こ
と
が
、
快
楽
原
理
な
ら

び
に
権
力
へ
の
意
志
が
意
味
へ
の
意
志
の
単
な
る
派
生
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
理
由
で
あ
る
。
快
楽
原
理
な
ら
び
に
権
力
へ
の
意
志
の
形
成
は
、
人
間
の
本

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
 

来
の
動
機
づ
け
の
神
経
症
的
歪
曲
に
基
づ
い
て
い
る
」
。
（
傍
点
筆
者
）

二
、
幸
福
と
自
己
実
現

〈
現
代
社
会
で
散
見
さ
れ
る
「
自
己
実
現
」
へ
の
過
剰
な
関
心
 
 
ブ
二
親
ラ

 
ン
の
比
喩
 
 
〉

 
フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
現
代
に
見
ら
れ
る
「
自
己
実
現
」
へ
の
過
剰
な
関
心
を

「
意
味
へ
の
意
志
」
の
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
て
い

る
。
自
己
の
生
に
お
け
る
意
味
と
目
的
・
使
命
が
不
明
な
た
め
に
欲
求
不
満
が

生
じ
、
そ
の
た
め
に
ま
す
ま
す
現
代
人
は
「
わ
た
し
の
や
り
た
い
こ
と
」
に
ご

 
 
 
 
 
 
 
お
 

だ
わ
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
状
況
を
フ
ラ
ン
ク
ル
は
ブ
ー
メ
ラ
ン
の
比
喩
を
使
用

し
て
見
事
に
説
明
し
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
原
住
民
が
使
用
す
る
ブ
：

一3一



V
・
E
・
フ
ラ
ン
ク
ル
に
お
け
る
「
幸
福
」
「
愛
」
「
働
く
こ
と
」
の
人
間
学
的
一
考
察

メ
ラ
ン
の
本
来
の
目
的
は
、
獲
物
に
当
て
る
こ
と
で
あ
る
。
手
元
か
ら
離
れ
た

ブ
ー
メ
ラ
ン
が
戻
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
目
的
が
達
成
さ
れ
ず
、
獲
物
に

当
た
ら
な
か
っ
た
証
拠
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
獲
物
に
命
中
し
た
ブ
ー
メ
ラ

ン
」
と
は
、
比
喩
的
に
、
自
己
の
使
命
に
対
し
て
、
行
為
で
応
答
し
自
己
が
実

現
さ
れ
、
真
の
充
足
が
得
ら
れ
た
結
果
を
意
味
す
る
。
「
ブ
ー
メ
ラ
ン
が
、
的

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
は
ず
れ
た
場
合
に
の
み
投
げ
手
の
も
と
に
も
ど
っ
て
く
る
よ
う
に
、
人
間
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

や
は
り
、
自
分
自
身
の
使
命
を
見
失
っ
た
場
合
に
の
み
、
自
分
に
も
ど
っ
て
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 

て
自
己
実
現
し
よ
う
と
す
る
」
。
（
傍
点
筆
者
）

〈「

轄
q
ﾌ
験
」
「
健
康
」
「
良
心
」
も
ま
た
結
果
と
し
て
起
こ
る
も
の
で
あ
る
〉

 
快
楽
と
幸
福
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
は
、
マ
ズ
ロ
i
（
〉
び
奉
げ
倉
。
目
出
自
。
円
。
匡

ζ
霧
一
〇
～
一
8
。
。
-
一
旦
O
）
の
い
う
「
至
高
体
験
」
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。

「
至
高
体
験
」
も
ま
た
結
果
と
し
て
起
こ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
追
求

 
 
 
 
 
レ
 

さ
れ
え
な
い
。
「
実
際
に
は
、
人
間
は
快
楽
や
幸
福
そ
れ
自
体
を
求
め
る
の
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は
な
く
、
個
人
的
な
意
味
の
充
足
で
あ
れ
、
人
間
と
の
出
会
い
で
あ
れ
、
結
果

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

と
し
て
快
楽
や
幸
福
を
引
き
起
こ
す
」
（
傍
点
筆
者
）
の
で
あ
る
。
追
い
求
め

る
こ
と
は
で
き
ず
、
結
果
と
し
て
生
じ
て
く
る
現
象
の
中
に
は
、
「
健
康
」
と

「
良
心
」
も
属
す
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
よ
い
「
良
心
」
を
持
と
う
と
努
力
す

れ
ば
、
も
は
や
そ
れ
を
持
つ
こ
と
は
正
当
で
は
な
く
な
る
と
フ
ラ
ン
ク
ル
は
言

う
。
よ
い
「
良
心
」
を
持
と
う
と
す
る
そ
の
事
自
体
が
、
わ
れ
わ
れ
を
「
偽
善

者
パ
リ
サ
イ
人
」
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
「
健
康
」
を

第
一
義
に
し
て
し
ま
う
と
、
わ
れ
わ
れ
は
即
座
に
病
気
の
危
険
性
を
孕
む
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
 

に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

〈
ソ
ロ
モ
ン
の
知
恵
と
栄
華
の
物
語
〉

 
快
楽
、
幸
福
、
自
己
実
現
、
至
高
経
験
、
健
康
、
そ
し
て
良
心
な
ど
を
追
い

求
め
る
こ
と
に
内
在
す
る
「
自
己
破
壊
性
」
を
回
避
し
、
健
全
な
生
き
方
が
成

就
さ
れ
た
好
例
を
、
わ
れ
わ
れ
は
以
下
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ

は
、
旧
約
聖
書
の
列
王
記
（
上
）
に
記
さ
れ
て
い
る
、
「
ソ
ロ
モ
ン
の
知
恵
と
栄

華
」
の
物
語
で
あ
る
。
ソ
ロ
モ
ン
は
自
分
の
即
位
を
祝
う
た
め
に
、
ギ
ベ
オ
ン

の
急
所
に
行
き
、
播
祭
を
主
に
捧
げ
た
。
そ
の
夜
の
こ
と
で
あ
る
。
主
が
ソ
ロ

モ
ン
の
夢
に
現
れ
て
、
彼
が
求
め
る
物
は
何
で
も
与
え
よ
う
と
言
わ
れ
た
。
父

ダ
ビ
デ
の
位
を
継
ぎ
、
ま
だ
年
若
く
し
て
王
国
を
治
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
ソ
ロ
モ
ン
は
、
そ
の
責
務
を
果
た
す
た
め
に
、
民
を
正
し
く
裁
く
知
恵
を
主

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
求
め
た
。
そ
の
こ
と
が
主
の
御
意
に
か
な
い
、
主
は
、
ソ
ロ
モ
ン
の
求
め
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

知
恵
だ
け
で
な
く
、
富
と
栄
誉
と
長
命
を
も
与
え
て
、
最
も
偉
大
な
る
王
と
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 

る
こ
と
を
約
束
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

 
以
下
は
該
当
す
る
旧
約
聖
書
「
列
王
記
上
、
三
章
一
〇
節
～
一
四
節
」
か
ら

の
引
用
で
あ
る
。
「
あ
な
た
は
自
分
の
た
め
に
長
寿
を
求
め
ず
、
富
を
求
め
ず
、

ま
た
敵
の
命
も
求
め
る
こ
と
な
く
、
訴
え
を
正
し
く
聞
き
分
け
る
知
恵
を
求
め

た
。
見
よ
、
わ
た
し
は
あ
な
た
の
言
葉
に
従
っ
て
、
今
あ
な
た
に
知
恵
に
満
ち

た
賢
明
な
心
を
与
え
る
。
あ
な
た
の
先
に
も
後
に
も
あ
な
た
に
並
ぶ
者
は
い
な

い
。
わ
た
し
は
ま
た
、
あ
な
た
の
求
め
な
か
っ
た
も
の
、
富
と
栄
光
を
与
え

る
。
生
涯
に
わ
た
っ
て
あ
な
た
と
肩
を
並
べ
う
る
王
は
一
人
も
い
な
い
。
も
し

あ
な
た
が
父
ダ
ビ
デ
の
歩
ん
だ
よ
う
に
、
わ
た
し
の
掟
と
戒
あ
を
守
っ
て
、
わ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
 

た
し
の
道
を
歩
む
な
ら
、
あ
な
た
に
長
寿
を
も
恵
も
う
」
。
こ
う
し
て
ソ
ロ
モ
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コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ン
は
、
自
ら
得
よ
う
と
思
っ
て
い
な
か
っ
た
贈
り
物
を
神
か
ら
授
か
っ
た
の
で

あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
ル
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ソ
ロ
モ
ン
王
の
物
語
は
、
「
自

己
実
現
は
人
生
の
志
向
性
の
無
意
図
的
結
果
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
模
範

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

的
な
具
体
例
と
な
っ
て
い
る
。

第
三
節
 
「
愛
す
る
」
と
い
う
こ
と

 
 
一
、
「
愛
」
に
関
わ
る
三
つ
の
態
度

〈
第
一
の
「
性
的
な
態
度
」
〉

 
フ
ラ
ン
ク
ル
は
「
愛
」
へ
の
態
度
を
三
つ
に
区
分
し
て
論
じ
て
い
る
。
第
一

の
態
度
は
、
人
間
の
身
体
的
な
層
に
対
す
る
「
性
的
な
態
度
」
で
あ
る
。
こ
れ

は
「
他
の
人
間
の
身
体
的
な
現
象
か
ら
性
的
な
刺
戟
が
生
じ
、
そ
れ
が
性
的
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 

態
度
を
と
っ
た
人
間
の
う
ち
に
性
衝
動
を
触
発
さ
せ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
肉

体
の
レ
ベ
ル
だ
け
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
け
っ
し
て
精
神
を
満
足
さ
せ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 

る
こ
と
は
で
き
ず
、
人
間
は
欲
求
不
満
に
陥
っ
て
し
ま
う
。

〈
第
一
一
の
「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
態
度
」
〉

 
第
二
の
態
度
は
、
人
間
の
心
理
的
な
層
に
対
応
す
る
「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
態

度
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
性
的
興
奮
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
エ
ロ

テ
ィ
ッ
ク
な
態
度
を
と
っ
た
人
間
は
、
「
単
に
性
的
な
態
度
を
と
っ
た
人
間
よ

り
も
よ
り
深
く
相
手
の
う
ち
に
入
り
こ
み
、
他
者
の
心
理
的
な
構
造
へ
と
迫
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
で
あ
る
。
（
中
略
）
こ
の
型
の
態
度
は
通
俗
的
に
恋
と
よ
ば
れ
る
」
。
こ
の

「
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
は
あ
く
ま
で
も
一
時
的
な
も
の
で
、
相
手
の
心
理
面
に

V
・
E
・
フ
ラ
ン
ク
ル
に
お
け
る
「
幸
福
」
「
愛
」
「
働
く
こ
と
」
の
人
間
学
的
一
考
察

入
り
込
む
も
の
の
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
理
解
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
到
達
し
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

い
、
い
わ
ゆ
る
「
恋
の
虜
」
に
な
る
状
態
を
指
す
。
単
な
る
「
性
的
な
態
度
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は
、
相
手
の
身
体
性
を
指
向
す
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
に
対
し
て
「
エ
ロ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

テ
ィ
ッ
ク
な
態
度
」
は
心
理
的
な
も
の
を
指
向
す
る
。
し
か
し
こ
の
在
り
方
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
 

は
ま
だ
他
者
の
精
神
的
な
中
核
に
到
達
で
き
な
い
。

〈
第
三
の
「
本
来
の
愛
の
態
度
」
〉

 
そ
こ
で
最
後
の
第
三
の
態
度
こ
そ
、
本
来
の
愛
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
相
手
の

人
格
構
造
の
う
ち
に
最
も
深
く
入
り
こ
み
精
神
的
な
も
の
に
到
り
う
る
限
り
に

お
い
て
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
（
最
広
義
に
お
け
る
）
の
最
高
の
形
式
な
の
で

 
 
お
 

あ
る
。
」
と
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
愛
す
る
者
は
も
は
や
身
体
性
や
情
緒
性

に
お
い
て
興
奮
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
精
神
的
な
深
さ
に
よ
っ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
 

感
動
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
三
段
階
の
「
真
の
愛
」
に
至
っ
て
初

め
て
、
相
手
の
精
神
的
次
元
、
つ
ま
り
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
中
核
で
あ
る

「
心
」
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
愛
」
と
は
相
手
の
経
験

の
独
自
性
と
、
唯
一
性
を
、
そ
の
ま
ま
自
分
も
同
様
に
味
わ
う
こ
と
を
意
味
す

（
2
7
）

る
。

〈
愛
の
「
自
己
超
越
」
と
い
う
道
を
通
じ
て
は
じ
め
て
人
は
真
の
自
己
に
な
る
〉

 
も
ち
ろ
ん
、
男
女
の
愛
に
お
い
て
は
、
衝
動
性
も
必
要
で
あ
り
、
そ
の
逆
に

衝
動
性
に
も
愛
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
人
間
の
性
生
活
は

そ
れ
が
た
ん
な
る
性
生
活
以
上
の
も
の
、
ま
さ
に
愛
の
生
活
で
あ
る
と
き
に
初

め
て
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
。
し
か
し
単
な
る
享
楽
手
段
に
留
ま
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

限
り
、
そ
れ
は
「
愛
」
で
は
な
い
と
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
指
摘
し
て
い
る
。
い
ず
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V
・
E
・
フ
ラ
ン
ク
ル
に
お
け
る
「
幸
福
」
「
愛
」
「
働
く
こ
と
」
の
人
間
学
的
一
考
察

れ
に
せ
よ
、
「
愛
」
と
は
、
愛
さ
れ
る
対
象
を
そ
の
唯
一
性
に
お
い
て
直
観
す

る
能
力
で
あ
る
。
こ
の
愛
に
お
い
て
、
人
は
そ
の
対
象
へ
と
自
己
超
越
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
自
己
の
身
体
と
心
と
精
神
の
全
体
を
統
合
す
る
。
「
要

す
る
に
、
愛
の
自
己
超
越
と
い
う
道
を
通
じ
て
は
じ
め
て
人
は
真
の
自
己
に
な

 
ゆ
 

る
」
の
で
あ
る
。

〈
一
夫
一
婦
的
な
態
度
は
、
性
的
発
達
の
最
終
段
階
で
あ
る
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
そ
こ
で
フ
ラ
ン
ク
ル
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。
「
故
に
真
に
成
熟
し
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人
間
は
、
彼
が
愛
す
る
と
き
に
の
み
初
め
て
性
的
に
渇
望
し
う
る
の
で
あ
る
。

性
的
な
関
係
は
彼
に
と
っ
て
は
、
性
欲
が
愛
の
表
現
に
な
り
う
る
と
き
に
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

み
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
一
夫
一
婦
的
な
態
度
は
し
た
が
っ
て
性

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

的
発
達
の
最
終
段
階
で
あ
り
、
性
教
育
の
最
終
目
的
で
あ
り
、
性
倫
理
の
理

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

想
で
あ
る
」
。
（
傍
点
筆
者
）
フ
ラ
ン
ク
ル
は
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
（
］
≦
p
・
区

ω
筈
巴
①
さ
一
。
。
置
山
露
。
。
）
を
援
用
し
つ
つ
、
本
当
の
意
味
で
、
愛
し
合
う
二
人

に
と
っ
て
「
愛
」
と
は
一
夫
一
婦
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
愛
す
る
人
の
最

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 

高
の
価
値
へ
と
向
か
う
精
神
的
行
為
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

 
 
二
、
 
「
性
」
の
非
人
間
曲

〈
還
元
主
義
的
な
方
法
で
は
「
愛
」
は
語
れ
な
い
〉

 
わ
れ
わ
れ
が
「
愛
」
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
還
元
主
義
的
な
方
法
で
は
な

く
、
人
間
性
に
重
点
を
置
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
還
元
主
義

と
は
「
人
間
的
な
現
象
を
、
人
間
以
下
の
現
象
に
変
造
し
た
り
、
ま
た
逆
に
人

間
以
下
の
現
象
か
ら
、
人
間
的
な
現
象
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
、
偽
り
の
科
学

 
 
 
お
 

的
手
法
」
で
あ
る
と
フ
ラ
ン
ク
ル
は
定
義
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
愛
」
と

い
う
も
の
を
、
人
間
以
外
の
動
物
も
共
有
す
る
性
衝
動
と
本
能
の
昇
華
で
あ
る

と
解
釈
す
る
こ
と
も
ひ
と
つ
の
典
型
的
な
還
元
主
義
的
捉
え
方
で
あ
り
、
こ
れ

で
は
人
間
的
な
現
象
に
つ
い
て
の
真
の
理
解
に
は
決
し
て
到
達
し
え
な
い
。

〈「

､
」
と
は
、
「
自
己
超
越
性
」
と
い
う
人
間
的
現
象
の
一
つ
で
あ
る
〉

 
フ
ラ
ン
ク
ル
に
と
っ
て
、
「
愛
」
と
は
、
「
自
己
超
越
性
」
と
い
う
人
間
的
現

象
の
一
つ
で
あ
る
。
「
人
間
は
、
人
間
の
本
質
で
あ
る
自
己
超
越
性
の
ゆ
え
に
、

意
味
の
充
足
や
愛
す
る
人
と
の
出
会
い
に
向
か
っ
て
自
分
自
身
を
超
え
る
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
む
し
ろ
根
本
的
な
関
心
が
あ
る
存
在
」
な
の
で
あ
る
。
人
は
、
愛
す
る
人
と

め
ぐ
り
会
う
と
、
そ
の
人
を
、
目
的
の
た
め
の
単
な
る
手
段
と
み
な
す
こ
と
が

不
可
能
に
な
る
。
人
間
の
性
は
、
単
な
る
性
と
い
う
行
為
以
上
の
も
の
で
あ

る
。
性
を
超
え
た
何
か
、
そ
の
身
体
的
表
現
、
愛
の
身
体
的
表
現
で
あ
る
限
り

に
お
い
て
、
性
は
性
以
上
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
性
が
「
こ
の
役
割
を
果
た
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
真
に
価
値
あ
る
経
験
」
な
の
で
あ
る
。

〈「

ｫ
」
は
成
熟
し
な
が
ら
、
人
間
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
〉

 
「
愛
」
は
そ
の
本
質
か
ら
し
て
人
間
的
な
現
象
で
あ
る
が
、
し
か
し
他
方
で

「
性
」
は
、
発
展
し
て
い
く
過
程
の
な
か
で
、
人
間
的
な
「
性
」
に
成
熟
し
て
ゆ

く
。
フ
ロ
イ
ト
は
、
性
の
「
対
象
」
を
、
性
を
行
う
相
手
で
あ
る
と
し
、
性
の

到
達
点
は
「
性
的
緊
張
の
緩
和
」
で
あ
る
と
み
て
い
る
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ク
ル

は
こ
れ
で
は
、
神
経
症
的
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
意
味
し
て
い
る
に
す
ぎ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
 

な
い
と
、
フ
ロ
イ
ト
を
批
判
し
て
い
る
。
真
に
成
熟
し
た
人
間
に
と
っ
て
、

パ
ー
ト
ナ
ー
は
、
け
っ
し
て
「
対
象
」
で
は
な
い
。
成
熟
し
た
人
間
は
、
パ
ー
ト

一6一



ナ
ー
の
中
に
、
も
う
一
人
の
人
間
存
在
、
人
間
性
そ
の
も
の
を
見
出
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

〈
愛
す
る
人
が
唯
一
無
二
の
存
在
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
の
重
要
性
〉

 
愛
す
る
人
が
唯
一
無
二
の
存
在
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
け
ば
、
お
互
い
は
か
け

が
え
の
な
い
存
在
に
な
る
。
こ
れ
が
崩
壊
す
る
と
、
人
間
的
堕
落
が
始
ま
り
、

人
間
の
性
的
成
熟
に
お
け
る
後
退
の
徴
候
と
な
る
。
愛
に
根
ざ
し
た
「
性
」
だ

け
が
、
真
に
価
値
が
あ
り
充
足
感
を
与
え
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
欠
い
て
い
る

人
の
性
生
活
の
質
は
低
下
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
性
」
の
質
の
欠
如
を
量
に

よ
っ
て
補
お
う
と
す
る
と
こ
と
か
ら
、
と
ど
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い
激
し
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
性
」
の
刺
激
が
氾
濫
す
る
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
「
性
」
の
退

廃
と
し
て
、
現
代
文
化
の
な
か
で
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
。
現
代
人
に
は
、

何
か
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
伝
統
」
や
「
価
値
」
が
喪
失
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
広
範
囲
に
広
が
る
「
実
存
的
空
虚
」
と
い
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

深
刻
な
問
題
が
発
生
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

〈「

ﾀ
存
的
空
虚
」
の
中
で
、
性
的
な
リ
ビ
ド
ー
は
肥
大
化
し
て
ゆ
く
〉

 
こ
の
「
実
存
的
空
虚
」
の
中
で
、
性
的
な
リ
ビ
ド
ー
は
肥
大
化
し
て
ゆ
く
。

そ
の
た
め
、
「
性
」
が
人
間
の
生
活
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、

快
楽
の
た
め
に
存
在
す
る
と
誤
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
「
性
の
脱
人
格
化
」
は
、

「
実
存
的
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
生
き
る
意
味
の
探
求
が
欲
求
不
満

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

を
起
こ
し
て
い
る
徴
候
で
あ
る
」
。
生
き
る
意
味
の
探
求
に
フ
ラ
ス
ト
レ
ー

シ
ョ
ン
を
感
ず
る
ほ
ど
、
人
間
は
「
幸
福
の
追
求
」
に
一
心
不
乱
に
な
っ
て
し

ま
う
。
「
こ
の
幸
福
の
追
求
が
、
意
味
の
探
求
の
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら

V
・
E
・
フ
ラ
ン
ク
ル
に
お
け
る
「
幸
福
」
「
愛
」
「
働
く
こ
と
」
の
人
間
学
的
一
考
察

生
じ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
は
陶
酔
と
麻
痺
に
陥
り
、
結
局
自
滅
的
で
し
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
。
な
ぜ
な
ら
幸
福
と
は
、
自
己
超
越
性
、
つ
ま
り
果
た
す
べ
き
努
め
や
愛
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

べ
き
人
間
へ
の
献
身
を
、
そ
の
人
が
貫
き
通
し
た
そ
の
結
果
と
し
て
の
み
、
訪

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

れ
て
く
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
。
（
傍
点
筆
者
）

〈
人
は
性
の
「
悦
び
」
を
目
指
す
ほ
ど
、
そ
の
「
悦
び
」
を
見
失
っ
て
し
ま
う
〉

 
フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
「
性
」
の
悦
び
に
つ
い
て
、
人
は
そ
れ
を
目
指
せ
ば
目
指
す

ほ
ど
、
「
悦
び
」
を
見
失
っ
て
し
ま
う
と
言
う
。
神
経
症
の
あ
る
男
性
は
「
自

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 

分
の
性
交
能
力
に
関
心
を
向
け
れ
ば
向
け
る
ほ
ど
、
不
能
」
に
な
っ
て
し
ま

い
、
女
性
も
同
じ
不
感
症
に
陥
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
と
、
性
神
経
症
の
事

例
を
フ
ラ
ン
ク
ル
は
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
わ
れ
わ
れ
は
、
「
愛
」
と
は
、

「
自
己
超
越
性
」
と
い
う
人
間
的
現
象
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
傍
証
で
き
る
の

で
あ
る
。
人
間
は
「
性
」
と
い
う
悦
び
の
快
楽
そ
れ
自
体
を
求
め
始
め
る
と
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支
障
を
き
た
す
こ
と
が
あ
る
。
「
性
」
と
い
う
悦
び
も
ま
た
、
快
楽
や
幸
福
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

引
き
起
こ
す
結
果
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
を
追
い
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

も
の
な
の
で
あ
る
。

〈「

搖
y
」
そ
の
も
の
へ
の
無
理
な
努
力
は
失
敗
す
る
〉

 
「
性
生
活
」
の
領
域
に
お
い
て
も
、
現
代
社
会
で
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
人

間
の
「
幸
福
」
の
努
力
が
誤
っ
た
方
向
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
フ
ラ
ン

ク
ル
は
言
う
。
「
享
楽
そ
の
も
の
へ
の
無
理
な
努
力
が
い
か
に
失
敗
す
る
の
を

常
と
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）
カ
ン
ト
（
H
巨
目
㊤
口
＝
巴
国
p
暮
噂

一
詞
心
山
。
。
宝
）
が
人
間
は
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
べ
き
で
は
な
く
『
幸
福

に
ふ
さ
わ
し
く
』
あ
る
こ
と
を
望
む
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
た
の
に
対
し
て
わ
れ
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V
・
E
・
フ
ラ
ン
ク
ル
に
お
け
る
「
幸
福
」
「
愛
」
「
働
く
こ
と
」
の
人
間
学
的
一
考
察

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

わ
れ
も
人
間
は
本
来
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
幸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 

福
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
を
欲
す
る
の
で
あ
る
」
。
（
傍
点
筆
者
）

第
四
節
「
働
く
」
と
い
う
こ
と

 
 
一
、
労
働
の
意
義

〈
人
間
の
職
業
生
活
は
「
自
己
保
存
衝
動
」
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
〉

 
一
般
に
、
「
働
く
こ
と
」
に
は
「
生
活
の
基
盤
、
社
会
的
分
業
へ
の
参
加
、

自
己
実
現
」
と
い
う
三
つ
の
意
味
が
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
方

で
フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
人
間
の
職
業
生
活
は
「
自
己
保
存
衝
動
」
な
ど
を
本
質
的

に
越
え
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ク
ル
が
特
に
強
調
す
る
の

は
、
個
人
の
独
自
性
と
一
回
性
に
基
づ
く
使
命
感
で
あ
り
、
自
己
の
好
悪
に
よ

 
 
 
 
 
 
 
れ
 

る
欲
求
で
は
な
い
。

〈
い
か
な
る
優
れ
た
職
業
も
存
し
な
い
〉

 
創
造
的
な
「
価
値
」
の
実
現
が
生
活
の
使
命
の
前
面
に
出
て
い
る
限
り
、
そ

の
人
の
「
充
足
」
の
領
域
は
、
職
業
的
な
活
動
と
一
致
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
一
般
に
、
一
人
の
人
間
の
意
味
と
価
値
は
、
共
同
体
に
対
す
る
業
績
に
付

随
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
具
体
的
な
職
業
そ
れ
自
身
に
対
し
て
で
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
「
重
る
一
定
の
職
業
だ
け
が
人
間
に
価
値
充
足
の
可
能
性
を
与
え
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
い
か
な
る
特
別
に
す
ぐ
れ
た
職
業
も
存
し
な

 
 
れ
 

い
」
（
傍
点
筆
者
）
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、

「
具
体
的
な
職
業
そ
れ
自
身
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
の
実
存
の
独
自
性
を
形

成
す
る
人
格
的
な
も
の
、
特
殊
な
も
の
が
職
業
活
動
の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ
て
生

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

命
を
有
意
義
に
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
」
。

〈
人
間
の
人
格
や
使
命
感
は
独
自
的
か
つ
一
回
的
な
も
の
で
あ
る
〉

 
生
の
意
味
は
、
価
値
の
実
現
で
あ
り
、
そ
の
価
値
は
世
界
に
対
す
る
わ
れ
わ

れ
の
行
為
に
よ
る
応
答
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
の
意
味
は
、
個
人
的
な
使
命
の

な
か
に
表
出
す
る
具
体
的
な
義
務
を
果
た
す
こ
と
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
「
職

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

業
活
動
」
を
通
し
て
み
ら
れ
る
。
人
間
の
人
格
や
使
命
感
は
独
自
的
か
つ
一
回

的
な
も
の
で
あ
る
。
個
人
の
独
自
性
は
協
同
体
（
世
界
・
社
会
と
い
う
意
味
）

と
の
関
係
で
形
成
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
使
命
は
職
業
活
動
を
通
し
て
達
成
さ
れ

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し
か
し
「
価
値
」
を
実
現
す
る
こ
と
は
、
職
業
活
動
だ

け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
余
暇
活
動
を
通
し
て
も
、
人
間
に

価
値
充
足
感
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
特
に
す
ぐ
れ
た
職
業
が
あ
る

 
 
 
 
 
 
 
 

わ
け
で
は
な
い
。

〈
罪
は
そ
の
人
間
に
あ
り
職
業
に
は
な
ん
ら
の
罪
は
な
い
〉

 
フ
ラ
ン
ク
ル
に
よ
れ
ば
、
神
経
症
的
な
人
間
は
、
も
し
自
分
が
「
他
の
職

業
」
に
つ
い
て
い
た
な
ら
ば
、
今
よ
り
以
上
の
使
命
を
果
た
し
て
い
た
だ
ろ
う

と
主
張
す
る
が
、
そ
れ
は
職
業
的
労
働
の
意
味
を
誤
解
し
て
い
る
か
、
自
己
欺

隔
の
ど
ち
ら
か
に
す
ぎ
な
い
と
断
じ
て
い
る
。
職
業
は
わ
れ
わ
れ
に
充
足
感
を

与
え
る
機
会
を
提
供
す
る
だ
け
で
あ
る
。
仮
に
具
体
的
な
職
業
に
よ
っ
て
充
足

感
が
与
え
ら
れ
な
い
場
合
、
罪
は
そ
の
人
間
に
あ
り
職
業
に
は
な
ん
ら
の
罪
は

な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
「
実
存
の
独
自
性
を
形
成
す
る
人
格
的
な
も
の
が
職
業
活

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
 

動
の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
」
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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二
、
働
く
こ
と
と
「
自
己
超
越
」

〈
現
代
の
若
者
の
「
新
し
い
労
働
観
」
〉

 
現
代
の
若
者
の
「
新
し
い
労
働
観
」
や
「
就
業
意
識
の
変
化
」
と
は
何
だ
ろ

う
か
。
梶
川
哲
司
が
経
済
企
画
庁
編
『
国
民
生
活
白
書
』
（
平
成
七
年
版
）
を
調

査
し
た
結
果
の
解
釈
に
従
え
ば
、
そ
れ
は
、
「
わ
た
し
の
気
に
入
っ
た
仕
事
」

や
「
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
の
実
現
」
に
こ
だ
わ
る
労
働
観
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
労
働
観
は
、
自
己
の
欲
求
実
現
に
最
高
の
優
先
順
位
を
与
え
た
い
と
い
う

現
代
社
会
を
反
映
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
自
分
の
労
働
を
意
味

あ
る
も
の
に
し
た
い
と
い
う
願
い
は
悪
い
も
の
で
は
な
い
が
、
現
代
の
日
本
で

は
、
「
わ
た
し
」
と
「
や
り
た
い
こ
と
」
へ
の
過
度
な
こ
だ
わ
り
が
み
ら
れ
る

の
み
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
こ
だ
わ
り
が
、
「
個
性
的
な
自
己
実
現
」
と
表
現
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

れ
、
皮
肉
に
も
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た

「
狭
義
の
自
己
実
現
」
は
、
自
己
の
欲
求
の
無
限
の
解
放
を
求
め
、
や
が
て
快

楽
主
義
と
利
己
主
義
に
陥
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
。

〈「

ｩ
己
超
越
」
に
は
、
自
己
を
引
き
渡
す
対
象
（
仕
事
）
が
必
要
と
さ
れ
る
〉

 
フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
現
代
社
会
の
こ
う
し
た
過
度
に
歪
め
ら
れ
た
「
狭
義
の
自

己
実
現
」
に
対
し
て
、
真
の
「
自
己
実
現
」
は
人
間
の
も
つ
「
志
向
性
の
結

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

果
」
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
真
の
自
己
は
「
自
己
超
越
性
」
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
の
が
フ
ラ
ン
ク
ル
の
確
信
な
の
で
あ
る
。
こ
の

「
自
己
超
越
性
」
に
は
、
自
己
を
引
き
渡
す
対
象
と
状
況
が
必
要
と
さ
れ
、
そ

れ
ら
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
「
仕
事
」
が
あ
り
、
そ
の
仕
事
を
保
障
す
る
も

の
と
し
て
「
職
業
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
働
く
こ
と
の
意
味

V
・
E
・
フ
ラ
ン
ク
ル
に
お
け
る
「
幸
福
≒
愛
」
「
働
く
こ
と
」
の
人
間
学
的
一
考
察

が
明
瞭
に
な
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
「
働
く
と
は
仕
事
を
す
る
こ
と
で
あ
り
、

仕
事
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
『
そ
の
つ
ど
の
な
す
べ
き
事
に
仕
え
集
中
す
る

こ
と
』
す
な
わ
ち
『
我
を
忘
れ
て
事
そ
の
も
の
に
仕
え
る
こ
と
』
で
あ
る
。
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぬ
 

し
て
結
果
的
に
自
己
が
実
現
さ
れ
る
」
。

〈
夏
目
漱
石
の
「
他
人
本
位
」
〉

 
夏
目
漱
石
（
お
①
刈
山
曽
①
）
も
ま
た
彼
の
著
作
の
な
か
で
、
「
働
く
」
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
「
自
己
超
越
的
な
哲
学
」
を
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
職

業
と
い
う
も
の
は
要
す
る
に
人
の
た
め
に
す
る
も
の
だ
と
い
う
事
に
、
ど
う
し

て
も
根
本
義
を
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
人
の
た
め
に
す
る
結
果
が
己
の

た
め
に
な
る
の
だ
か
ら
、
元
は
ど
う
し
て
も
他
人
本
位
で
あ
る
σ
（
中
略
）
要

す
る
に
職
業
と
名
の
つ
く
以
上
は
趣
味
で
も
徳
義
で
も
知
識
で
も
す
べ
て
一
般

社
会
が
本
尊
に
な
っ
て
自
分
は
こ
の
本
尊
の
鼻
息
を
伺
っ
て
生
活
す
る
の
が
自

 
 
 
 
 
 
 
 

然
の
理
で
あ
る
」
。
人
の
た
め
に
す
る
結
果
が
自
己
の
た
め
に
も
な
る
と
い
う

視
点
が
、
仕
事
の
も
つ
自
己
超
越
的
側
面
に
よ
る
自
己
実
現
を
示
唆
し
て
い

る
。
仕
事
は
「
他
人
本
位
」
に
す
る
も
の
だ
と
い
う
の
が
漱
石
の
理
解
な
の
で
あ

（
5
1
）

る
。〈「

ｸ
業
神
経
症
」
と
い
う
概
念
を
作
り
出
し
た
フ
ラ
ン
グ
ル
〉

 
こ
う
し
た
現
状
の
も
と
で
、
人
間
の
精
神
的
次
元
が
「
職
業
」
を
通
し
て
実

現
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
考
え
た
場
合
、
必
然
的
に
「
実
存
的
欲
求
不
満
」
や

「
実
存
的
空
虚
」
を
作
り
出
し
て
し
ま
う
こ
と
は
明
確
に
理
解
で
き
よ
う
。
二

一
世
紀
初
頭
の
現
代
社
会
の
な
か
で
、
世
界
的
経
済
不
況
の
長
期
化
や
失
業
、

企
業
の
倒
産
な
ど
の
結
果
、
無
気
力
と
空
虚
な
気
分
が
人
々
の
心
の
内
に
ま
す
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V
・
E
・
フ
ラ
ン
ク
ル
に
お
け
る
「
幸
福
」
「
愛
」
「
働
く
こ
と
」
の
人
間
学
的
一
考
察

ま
す
拡
散
し
始
め
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ク
ル
は
既
に
数
十
年
前
に
「
失
業
神
経

症
」
と
い
う
概
念
を
作
り
出
し
て
今
日
の
精
神
的
病
巣
を
み
ご
と
に
予
言
し
、

こ
の
「
失
業
神
経
症
」
へ
の
対
策
と
し
て
「
自
己
超
越
性
」
を
核
と
す
る
上
述
の

「
職
業
の
価
値
」
に
つ
い
て
正
し
く
人
々
に
示
す
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
た

 
 
 
 
お
 

の
で
あ
る
。

〈「

E
業
の
価
値
」
を
正
し
く
人
々
に
示
す
こ
と
の
重
要
性
〉

 
「
労
働
を
生
活
の
た
め
の
必
要
条
件
と
考
え
る
神
経
症
的
な
態
度
と
、
労
働

を
意
義
あ
る
生
活
目
的
達
成
の
た
め
の
手
段
と
考
え
る
正
し
い
態
度
と
の
あ
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

だ
に
は
、
大
き
な
相
違
が
あ
る
」
こ
と
を
フ
ラ
ン
ク
ル
は
明
確
に
強
調
し
た
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
あ
る
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
最
も
非
人
間
的
で
い
っ
け
ん
、
意
義
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

見
出
せ
な
い
よ
う
な
仕
事
で
さ
え
、
労
働
者
が
創
造
的
な
価
値
と
意
義
の
可
能

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

性
を
発
見
で
き
る
よ
う
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

す
な
わ
ち
「
天
職
」
と
し
て
そ
れ
を
自
分
の
仕
事
と
し
て
打
ち
込
む
こ
と
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

よ
っ
て
、
そ
の
仕
事
に
価
値
が
生
ま
れ
始
め
、
そ
の
人
の
人
格
も
高
め
ら
れ
る

と
フ
ラ
ン
ク
ル
は
説
く
の
で
あ
る
。

〈
自
分
を
自
分
自
身
の
上
に
だ
け
築
く
人
間
存
在
は
地
盤
を
喪
失
す
る
〉

 
こ
う
し
た
上
述
の
職
業
観
か
ら
も
、
わ
れ
わ
れ
は
「
本
当
の
自
己
実
現
や
生

き
が
い
は
、
直
接
的
な
自
己
主
張
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
自
己
以
外
の
他
の
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
た
は
物
に
我
を
忘
れ
て
専
念
す
る
と
い
う
迂
路
を
通
っ
て
の
み
達
成
さ
れ
る
」

と
い
う
フ
ラ
ン
ク
ル
の
考
え
方
が
、
い
か
に
正
し
い
も
の
で
あ
る
か
が
う
か
が

い
知
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
フ
ラ
ン
ク
ル
は
言
う
。
「
わ
れ
わ
れ
が

自
分
の
不
安
か
ら
自
由
に
な
れ
る
の
は
、
自
己
観
察
や
ま
し
て
自
己
反
省
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
ま
た
自
分
の
不
安
を
思
い
め
ぐ
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
く
、
自
己
放
棄
に
よ
っ
て
、
自
己
を
引
き
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

れ
だ
け
の
価
値
あ
る
事
物
へ
自
己
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

こ
そ
あ
ら
ゆ
る
自
己
形
成
の
秘
密
で
あ
る
」
。
（
傍
点
筆
者
）

 
フ
ラ
ン
ク
ル
は
ま
た
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
（
囚
胃
こ
器
b
霞
ω
レ
。
。
。
。
G
。
山
㊤
①
㊤
）

を
援
用
し
、
自
分
を
自
分
自
身
の
上
に
だ
け
築
く
人
間
存
在
は
地
盤
を
喪
失

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
、
人
間
が
人
間
に
な
る
の
は
、
い
つ
も
自
己
を
他
者
に
委
ね
る
こ
と
で
あ
る

と
い
う
彼
の
信
条
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
思
想
こ

そ
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
鍵
概
念
で
あ
る
「
自
己
超
越
性
」
の
正
当
性
を
傍
証
す
る

 
 
 
 
 
 
 
 
め
 

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
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』
、
二
三
九
～
二
四
〇
頁
参
照
。

（
4
9
）
山
田
邦
男
著
、
『
生
き
る
意
味
へ
の
問
い
』
、
二
一
＝
頁
。

（
5
0
）
夏
目
漱
石
著
、
「
道
楽
と
職
業
」
『
私
の
個
人
主
義
』
、
講
談
社
学
術
文
庫
所
収
、

 
 
一
九
一
一
年
、
三
〇
～
三
一
頁
。
お
よ
び
梶
川
哲
司
著
、
『
学
ぶ
人
』
、
二
四
七

 
 
頁
参
照
。

（
5
1
）
梶
川
哲
司
著
、
『
学
ぶ
人
』
、
二
四
七
頁
参
照
。

（
5
2
）
O
瞥
》
U
o
⇒
p
D
匡
句
●
弓
≦
Φ
Φ
岳
P
い
O
国
も
μ
。
。
㊤
．
『
フ
ラ
ン
ク
ル
の
心
理
学
、
一
九
八

 
 
頁
参
照
。

（
5
3
）
U
o
昌
β
。
匡
「
．
弓
≦
8
島
ρ
い
O
戸
b
●
一
。
。
り
．
『
フ
ラ
ン
ク
ル
の
心
理
学
』
、
一
九
八

 
 
頁
。

（
5
4
）
山
田
邦
男
著
、
『
生
き
る
意
味
へ
の
問
い
』
、
八
頁
。

（
5
5
）
〈
・
国
●
三
碧
葬
寒
S
義
鳴
§
織
§
恥
§
暗
織
ミ
〉
貯
ミ
§
器
§
国
言
ま
ξ
＝
昌
σ
q
言

 
 
ピ
。
閃
。
島
Φ
窮
且
①
β
巳
国
己
ω
け
①
自
p
。
轟
ぐ
ω
①
・
幽
〉
ら
品
①
戸
一
謡
①
山
㊤
β

 
 
d
巳
曲
9
D
ω
9
魯
ε
9
霞
a
刈
●
甲
ロ
の
け
閑
①
ヨ
訂
巳
計
ζ
言
。
9
〒
】
W
β
D
の
9
ω
・
㊤
9

 
 
フ
ラ
ン
ク
ル
著
、
霜
山
徳
爾
訳
、
『
神
経
症
1
 
 
そ
の
理
論
と
治

 
 
療
 
 
』
（
著
作
集
④
）
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
年
、
第
九
刷
、
一
七
六
頁
。

（
5
6
）
＜
騨
”
＜
．
国
．
写
β
。
昌
三
日
げ
①
亀
一
Φ
茸
自
円
ぎ
窮
冨
①
α
興
Z
①
霞
。
の
窪
．
ω
●
霧
．
『
神

 
 
経
症
1
』
、
一
七
六
頁
参
照
。

一 12 一


