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生
の
共
同
体
に
つ
い
て

ー
ー
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
他
者
把
握
の
可
能
性
|

士口

永

和

加

生の共同体について

i孟

め

じ

他
者
を
主
題
と
す
る
議
論
の
多
く
は
、
ま
ず
自
己
が
存
在
し
、
そ
の
自
己
が
い
か
に
し
て
他
者
を
把
握
す
る
の
か
、
と
い
う
観
点
か

ら
行
わ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
フ
ッ
サ
l
ル
の
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
で
な
さ
れ
た
議
論
が
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
乙
の
議
論
は
、

他
者
が
志
向
性
の
対
象
と
し
て
自
己
の
既
知
の
事
柄
か
ら
再
構
成
さ
れ
る
、
と
い
う
点
で
批
判
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
マ

ッ
ク
ス
・
シ
ェ

l
ラ
ー
や
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
は
そ
の
よ
う
な
批
判
を
踏
ま
え
て
、
生
き
生
き
し
た
他
者
の
把
握
を
目
指
し
、
生
を
根

(よ

底
と
し
た
共
同
体
を
想
定
し
て
、
そ
こ
か
ら
他
者
問
題
を
考
察
し
よ
う
と
し
た
。
彼
ら
は
、
自
己
の
存
在
で
は
な
く
生
の
共
同
体
と
い

う
立
場
か
ら
、
感
情
を
生
の
発
露
と
し
て
、
感
情
を
契
機
と
し
た
直
接
的
な
他
者
把
握
も
し
く
は
自
己
把
握
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

13 

だ
が
、
他
者
問
題
を
考
察
す
る
場
合
に
、
生
の
共
同
体
と
い
う
観
点
か
ら
議
論
す
る
こ
と
は
ど
と
ま
で
有
効
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え

ば
、
シ
ェ

l
ラ
l
の
場
合
、
自
己
と
他
者
と
の
区
別
が
暖
昧
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
ア
ン
リ
の
場
合
、
自
己
と
他
者
の
現
実
的
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な
翻
離
の
説
明
が
未
だ
不
十
分
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
生
の
共
同
体
と
い
う
出
発
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
り
、
自
己
と
他
者
の
確
立
に

つ
い
て
、
さ
ら
に
両
者
の
翻
離
に
つ
い
て
、
問
題
が
残
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

本
稿
で
扱
う
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
ま
た
、
生
命
を
根
本
原
理
に
据
え
て
、
「
生
命
の
飛
躍
」

(
e
g
i
g己
を
通
し
て
、
人
間
や
共
同
体

が
成
立
す
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
は
生
の
共
同
体
と
い
う
こ
と
を
特
に
明
記
し
て
い
な
い
と
は
い
え
、

彼
の
生
命
論
に
お
け
る
「
個
体
」
(
古
島
守

E
E宮内山)
の
生
成
と
そ
の
心
的
活
動
を
調
べ
る
こ
と
を
通
し
て
、

ア
ン
リ
ら
に
通
じ
る
生

の
共
同
体
の
可
能
性
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
の

『
創
造
的
進
化
』

の
生
命
論
を

検
討
し
、
そ
れ
を
自
己
と
他
者
の
問
題
と
捉
え
直
し
た
う
え
で
、
彼
が
実
際
に
共
同
体
論
を
展
開
す
る
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』

〆¥

の
架
橋
を
試
み
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
生
の
共
同
体
の
可
能
性
、
す
な
わ
ち
生
の
共
同
体
を
他
者
把

握
の
立
脚
点
と
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
端
緒
と
し
た
い
。

一
、
個
体
の
生
成

(2) 

ま
ず
本
節
で
は
、
『
創
造
的
進
化
』
に
お
け
る
生
命
の
進
化
に
つ
い
て
の
考
察
を
通
し
て
、
人
聞
の
個
体
が
ど
の
よ
う
に
生
成
す
る

の
か
を
検
討
し
た
い
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
が
生
き
る
世
界
に
は
ひ
と
つ
の
中
心
が
あ
り
、
世
界
は
そ
こ
か
ら
噴
出
す
る

(
N
K
F
@
¥
N
m
v
h
p
)

。
こ

の
中
心
は
噴
出
の
連
続
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
「
生
命
の
飛
躍
」
す
な
わ
ち
根
源
的
な
「
内
的
衝
力
」

(℃

2
2含

EEORO)
で
あ
る

(
呂
町
民
N
)

。
そ
し
て
そ
れ
は
、
進
化
と
不
断
の
変
形
を
推
し
進
め
て
い
く
も
の
で
あ
り
、

つ
ま

り
「
生
命
進
化
の
前
方
に
は
未
来
の
扉
が
開
け
っ
放
し
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
運
動
し
始
め
た
と
き
の
力
で
果
て
し
な
く
続
け
ら
れ



る
創
造
な
の
で
あ
る
」

(
s
q
E印

)

0

こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
な
さ
れ
る
種
の
進
化
の
方
向
づ
け
に
つ
い
て
概
観
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、

植
物
と
動
物
の
区
別
か
ら
始
ま
り
、
動
物
に
お
け
る
頂
点
で
あ
る
節
足
動
物
と
脊
椎
動
物
の
区
別
を
経
て
、
人
間
へ
と
至
る
進
化
を
説

明
す
る
。
た
だ
し
、
彼
は
一
貫
し
て
、
生
命
の
類
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
区
別
す
る
特
徴
は
な
い
、
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
生
命
の

発
露
し
た
あ
る
形
態
は
(
そ
れ
以
外
の
発
露
形
態
の
本
質
的
特
徴
を
、
顕
在
的
で
あ
れ
潜
在
的
で
あ
れ
含
む
か
ら
で
あ
る

(
E
J
q
E
S
。

つ
ま
り
、

い
か
な
る
有
機
体
も
、
生
命
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
共
通
の
根
を
も
ち
、
同
じ
衝
力
に
推
さ
れ
て
い
る
。

生の共同体について

し
た
が
っ
て
、
類
の
差
異
は
、
あ
る
特
性
を
も
っ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
特
性
の
割
合
の
強
弱
の
傾
向
に
よ
っ
て
定

義
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
川
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
ば
、
植
物
と
動
物
に
お
い
て
は
、
栄
養
の
求
め
方
の
傾
向
に
よ
っ
て
、
前
者
は
固
着
性

へ
、
後
者
は
運
動
性
へ
と
導
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
移
動
活
動
が
意
識
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
活
動
が
消
え
去

れ
ば
、
意
識
は
し
ぼ
む
か
あ
る
い
は
む
し
ろ
眠
っ
て
し
ま
う
」
(
ロ

N
h九
時
)

か
ら
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
植
物
を
「
眠
っ
た
意
識
」

(8ロ∞
a
E
H
8
0ロ
門
吉
岡
田
符
)
、
動
物
を
「
目
覚
め
た
意
識
」

(8ロ
maoロ
8Am諸
国
広
巾
)
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
に
一
応
の
定

義
を
与
え
る
。

次
に
、
動
物
界
に
目
を
向
け
れ
ば
、
そ
こ
で
遂
げ
ら
れ
た
進
歩
は
、
運
動
性
に
伴
う
神
経
系
統
の
発
達
だ
と
さ
れ
る

(
H
N
J
q
5
3
0

こ
れ
は
、
大
き
く
二
つ
の
方
向
に
展
開
し
、
そ
の
頂
点
と
目
さ
れ
る
の
が
節
足
動
物
と
脊
椎
動
物
で
あ
る
。
前
者
で
は
、
移
動
活
動
は

専
業
化
し
た
付
属
具
に
割
り
当
て
ら
れ
、
そ
の
数
は
移
し
く
、
他
方
で
後
者
で
は
、
活
動
は
四
肢
に
集
中
し
、
そ
の
形
に
依
存
す
る
こ

と
が
少
な
い
。
ご
と
か
ら
、
道
具
の
必
要
性
、
お
よ
び
道
具
の
制
作
に
あ
た
っ
て
の
無
生
の
物
質
に
対
す
る
働
き
か
け
に
差
異
が
生
じ
、

15 

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
の
差
異
に
対
応
す
る
心
的
活
動
の
傾
向
と
し
て
、
節
足
動
物
に
は
本
能
(
吉
田
己
完
件
)
を
、
脊
椎
動
物
に
は
知
性
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(
B
R
E
m色
村
ぬ
)
を
割
り
当
て
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
も
「
知
性
と
本
能
は
は
じ
め
互
い
に
入
れ
子
に
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
起
源
の

共
通
な
所
を
い
く
ら
か
残
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
に
も
純
粋
な
状
態
で
は
出
会
え
な
い
。
:
・
違
う
の
は
割
合
で
あ
る
」
(
口
。
¥
忌
∞
)
。

さ
ら
に
、
こ
の
知
性
を
完
全
に
我
が
物
と
す
る
の
が
人
間
で
あ
る
と
さ
れ
る
(
広
町
口
印
)
。
「
意
識
が
生
命
の
運
動
原
理
と
し
て
あ
ら

わ
れ
て
く
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
さ
ら
に
意
識
を
も
っ
生
命
そ
の
も
の
の
中
で
、
人
聞
が
特
権
的
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
」

(]5ω¥NHゆ
)
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
こ
う
し
た
植
物
生
活
、
本
能
生
活
、
理
性
生
活
を
一
つ
の
生
命
活
動
が
成
長
し
な
が
ら
末
広
が
り
に
分
裂
し
た
三

つ
の
方
向
だ
と
見
な
し
、
そ
れ
ら
を
発
展
段
階
だ
と
す
る
把
握
を
退
け
て
い
る
(
ロ
ぞ

5
3
。
生
命
の
飛
躍
は
、
収
数
で
は
な
く
発

散
す
る
方
向
に
進
み
つ
つ

(
戸
∞
¥
区
∞
)
、
ま
す
ま
す
分
岐
す
る
。
様
々
な
種
は

(
源
泉
を
共
通
と
す
る
が
ゆ
え
に
)
補
い
合
い
、
同
時

に
互
い
に
競
い
排
除
し
、
不
調
和
を
高
め
て
い
く

(ghF15里
民
品
)
。
そ
し
て
、
そ
の
飛
躍
に
推
さ
れ
て
、

一
つ
の
傾
向
が
発
展
し

な
が
ら
分
解
す
る
と
き
に
は
、
そ
こ
に
生
じ
た
特
殊
な
諸
傾
向
は
、
主
要
傾
向
と
両
立
で
き
る
限
り
に
お
い
て
、
取
り
入
れ
ら
れ
て
発

展
し
て
い
く
の
で
あ
る

(
H
N
Q
H
u
g
。

し
か
し
、
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
進
化
の
過
程
で
、

い
か
に
し
て
個
体
が
生
じ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ

ば
、
生
命
の
流
れ
と
同
時
に
、
世
界
を
形
づ
く
る
物
質
の
流
れ
、
換
言
す
れ
ば
自
己
解
体
の
流
れ
が
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
二
つ

の
流
れ
の
う
ち
、
物
質
は
生
命
に
逆
ら
う
が
、
逆
わ
れ
な
が
ら
も
生
命
は
物
質
か
ら
何
か
を
取
得
す
る
。
そ
と
か
ら
両
者
の
間
に
あ
る

生
存
方
式
(
目
。

ι
g
i〈
g全
)
が
生
じ
、
こ
れ
が
有
機
組
織
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

(N印
Q
N
g
)
。
彼
は
、
生
命
を
一
つ
の

「
巨
大
な

波
」
(
。
口
内
庁
昨
日
目
。
ロ
由
。
)
に
準
え
て
、
こ
れ
が
一
つ
の
中
心
か
ら
輪
を
広
げ
て
い
き
、
そ
の
ほ
ぼ
全
円
周
上
で
進
化
を
や
め
て
同
じ

場
所
で
の
振
動
に
か
わ
る

と
述
べ
る

(
N
。。
¥ω
区
)

0

そ
し
て
、
こ
の
間
じ
場
所
で
の
渦
巻
き
に
変
え
る
契
機
が
、
物
質
と
い
う
障



室
口
な
の
で
あ
る
。
「
波
が
物
質
を
運
び
な
が
ら
そ
の
隙
聞
に
入
り
込
む
場
合
、
物
質
は
波
を
は
っ
き
り
と
し
た
個
体
(
古
島
三
門
宮
包
庄
山

門出回件
5
2巾
)
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
」

(
N
U
1
0
¥
ω
]
{

∞)

0

 

つ
ま
り
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
は
、
生
命
が
物
質
に
せ
き
止
め
ら
れ
る
と

い
う
形
で
、
個
体
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

二
、
自
己
性
の
確
立

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
物
質
に
よ
る
生
命
の
個
体
化
を
、
自
己
と
他
者
の
確
立
と
い
う
関
心
か
ら
見
れ
ば
、
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

生の共同体について

少
な
く
と
も
、
自
己
と
他
者
の
区
別
は
、
生
命
の
根
源
的
飛
躍
を
受
け
て
、
物
質
す
な
わ
ち
身
体
と
い
う
形
態
の
下
で
得
ら
れ
る
、
と

い
う
一
応
の
結
論
に
は
至
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
自
己
と
他
者
の
区
別
は
単
に
身
体
の
差
異
に
帰
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
も
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
「
霊
魂
と
は
生
の
大
河
が
細
流
に
分
か
れ
、
こ
れ
ら
が
人
類
の
身
体
を
流
れ

て
過
ぎ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

(
N
吋(
)
¥
ω
]
戸∞)

の
で
あ
れ
ば
、
自
己
や
他
者
を
問
題
に
す
る
際
に
は
、
こ
の
霊
魂
に
つ
い
て
こ
そ
、

そ
の
自
他
の
差
異
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
先
の
よ
う
な
身
体
の
側
に
で
は
な
く
、
霊
魂
、
す
な
わ
ち
生
命

の
流
れ
の
側
に
、
自
己
性
も
し
く
は
他
者
性
の
根
拠
を
見
い
だ
す
努
力
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
自
己
や
他
者
は
い
か
に
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
の
か
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
生
命
の
根
源
に
あ
る
の
は
意
識
で
あ
り

(
N
∞
H
E
N
S
¥
ω

。
。
)
、
「
生
命
は
あ
り
の
ま
ま
に
は
心
的
な
筋
合
い
の
も
の
で
あ
る
」

(
N
U
∞¥ω
。
印
)
。
ま
た
、
本
能
と
知
性
と
い
う
心
的
活

動
は
同
じ
一
つ
の
原
理
す
な
わ
ち
意
識
が
二
方
向
に
分
岐
し
発
展
し
た
も
の
で
あ
る

(回。∞
t
H
G⑤
¥
N
C
ω

い
∞
吋
¥
N
N品
)

0

こ
れ
ら
の
こ
と

を
踏
ま
え
れ
ば
、
本
能
と
知
性
の
方
向
性
を
追
跡
す
る
こ
と
が
、
上
記
の
問
題
へ
の
手
掛
か
り
に
な
る
だ
ろ
う
。

17 

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
こ
の
二
つ
の
心
的
活
動
を
ま
ず
行
動
と
い
う
側
面
か
ら
見
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
本
能
と
は
、
有
機
的
な
道
具
を
創
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作
し
、
そ
れ
を
直
接
的
に
働
か
せ
る
と
い
う
、
有
機
組
織
化
の
仕
事
そ
の
も
の
の
延
長
も
し
く
は
完
成
で
あ
る

(
E
N
I
E里
見
十
H
a
)
。

他
方
、
知
性
と
は
、
無
機
物
か
ら
道
具
を
製
作
し
、
そ
れ
を
間
接
的
に
働
か
せ
る
能
力
で
あ
る

(
S
R・
)
。
し
た
が
っ
て
、
本
能
が
生

命
に
向
か
う
の
に
対
し
て
、
知
性
は
無
生
の
物
質
に
向
か
う

(
H
3
b
E
)
。
次
に
、
認
識
と
い
う
側
面
に
お
い
て
、
「
知
性
と
本
能
と

は
根
底
か
ら
異
な
る
二
種
の
認
識
を
ひ
そ
め
て
い
る
」

(HAE-口
。
)
。
本
能
は
特
定
の
事
物
の
素
材
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
直
接
的
認

識
で
あ
り
、
他
方
、
知
性
は
そ
れ
ら
の
形
式
も
し
く
は
関
係
に
関
わ
る
認
識
で
あ
る

(
H
A
S
'
H
U
Q
E
N
)
。
ま
た
、
本
能
の
主
題
(
対

象
)
は
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
(
冨
u
b
C
3
、
そ
の
意
味
で
、
本
能
は
「
共
感
」
(
印
可
ヨ
宮
F
5
)
と
呼
ば
れ
る

(口吋
¥
N
E
)
。
た

だ
し
、
こ
の
本
能
の
共
感
は
、
自
分
の
利
害
に
関
わ
る
場
合
に
お
い
て
し
か
働
か
な
い
。
知
性
は
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
外
的
で
中
身

の
な
い
認
識
し
か
有
し
な
い
代
わ
り
に
、
利
害
か
ら
離
れ
て
対
象
を
無
限
に
設
定
し
え
、
形
式
の
枠
さ
え
も
っ
て
い
れ
ば
そ
こ
に
無
数

の
事
物
を
入
れ
込
む
こ
と
が
で
き
る

(
自
宅
居
ω)
。
そ
の
際
に
は
、
無
生
の
物
質
を
扱
う
と
い
う
特
性
か
ら
、
運
動
を
不
動
な
も
の

に
、
あ
る
い
は
新
奇
な
も
の
を
既
知
の
も
の
に
置
き
換
え
て
、
再
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
、
知
性
は
新
奇
な
も
の
や
、
流

動
的
な
も
の
、
た
と
え
ば
生
命
を
把
握
す
る
に
は
不
向
き
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
知
性
は
「
生
命
に
対
す
る
本
性
的
な
無
理
解
を
特
徴

と
す
る
」
(
民
。
¥
N
C
C
)
0

そ
れ
に
対
し
て
、
本
能
の

「
最
も
本
質
的
な
も
の
は
あ
り
の
ま
ま
に
は
生
命
過
程
で
あ
る
」
(
民
吋
¥
N
S
)
。

大』
h

り
ド
ぃ
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
仮
に
こ
の
共
感
が
対
象
の
範
囲
を
広
げ
て
さ
ら
に
、
自
分
自
身
の
方
に
折

り
返
る

(
広
田
内
山
岳
町
∞
ロ
円
己
目
。
E
B
b
E巾
)
こ
と
が
で
き
た
ら
、
生
命
の
操
作
を
解
く
鍵
を
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」

(ロ吋一
¥NHω)
。
だ
が
、
共
感
が
本
能
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
自
分
自
身
に
折
り
返
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
反
省
を
な
し
う
る
の
は
、

言
語
を
得
た
知
性
の
働
き
で
あ
る
(
目
。

¥se。
そ
こ
で
、
「
本
能
が
利
世
古
か
ら
自
由
に
な
り
、
自
己
を
意
識
し
始
め
、
対
象
を
反
省

し
な
が
ら
そ
の
範
囲
を
と
め
ど
な
く
拡
大
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
発
達
し
た
本
能
」

(
]
{
斗
∞

¥NHω)
の
こ
と
を
、



ベ
ル
ク
ソ
ン
は
直
観
と
呼
ぶ
。
そ
れ
ゆ
え
、
続
い
て
、
直
観
と
知
性
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
生
命
の
根
源
に
あ
る
の
は
意
識
で
あ
り
、
「
意
識
は
人
間
に
お
い
て
の
み
自
己
を
解
放
す
る
」

(NE¥臼
N)
。

知
性
と
直
観
は
意
識
作
業
の
向
か
う
相
反
す
る
二
つ
の
方
向
で
あ
る
が
、
人
間
に
お
い
て
意
識
と
は
ま
ず
知
性
で
あ
り
、
「
貴
重
な
財
」

(σ-⑦
ロ
印
匂
同
角
川

n
F
O
Z
U内
)

で
あ
る
直
観
は
犠
牲
に
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
「
完
全
で
充
実
し
た
人
間
性
と
は
、
そ
う
し
た
両
形

(NA凶
叶
¥
ω
H印
)

式
の
意
識
活
動
を
発
達
さ
せ
切
っ
た
人
間
性
の
こ
と
で
あ
ろ
う
」

(
N
∞
叶
泊
目
)
。
そ
れ
に
続
け
て
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
う
断
言
す
る
。

「
も
ち
ろ
ん
そ
れ
と
私
た
ち
の
人
間
性
と
の
聞
に
は
沢
山
の
中
間
段
階
(
宮
昨
日

B
E
E
B印
)
が
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
想
像
が
可
能

生の共同体について

で
あ
る
あ
ら
ゆ
る
度
合
い
の
知
性
や
直
観
に
応
じ
て
い
る
」
(
芯
乾
・
)
。
こ
の
中
間
段
階
の
う
ち
に
、
自
己
と
他
者
を
区
別
す
る
、
個
体

聞
の
心
的
差
異
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
哲
学
者
た
ち
の
聞
の
翻
離
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
。
も
し
直
観
が
長
続
き
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
哲
学
者
相
互
の
整
合
は
保
証
さ
れ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
哲
学
に
異

種
の
も
の
が
あ
ふ
れ
る
の
は
、
直
観
が
感
じ
ら
れ
に
く
く
、

し
か
も
一
度
そ
れ
を
得
た
と
し
て
も
、
知
性
的
な
弁
証
法
の
自
己
整
合
性

の
円
環
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

繰
り
返
し
て
言
え
ば
、
生
命
の
流
れ
に
お
け
る
個
体
聞
の
心
的
差
異
は
、
知
性
と
直
観
と
い
う
二
方
向
の
発
展
の
様
々
な
度
合
い
に

見
い
だ
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
あ
る
も
の
を
自
己
あ
る
い
は
他
者
と
す
る
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
か
、
が
再
び

問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
、
『
創
造
的
進
化
』

で
は
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
他
者
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
な
い
。

だ
が
、
自
己
性
に
つ
い
て
は
、
自
己
の
人
格
形
成
に
関
す
る
彼
の
記
述
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
そ
れ
を
、
生
命
の
進
化

に
お
け
る
の
と
同
じ
仕
方
で
説
明
し
て
い
る
。
幼
児
期
に
は
様
々
な
人
格
が
融
合
し
た
状
態
が
見
ら
れ
る
が
、
成
長
す
る
に
つ
れ
て
そ

19 

れ
ら
は
並
列
不
可
能
に
な
り
、

つ
ま
り
、
「
私
た
ち
は
一
つ
の
生
涯
し
か
送

や
が
て
一
つ
の
人
格
へ
と
分
岐
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。



20 

れ
ぬ
以
上
、
ど
れ
か
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
」
(
呂
町
民

g
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
人
格
が
あ
る
瞬
間
に
お
い
て
一
で
あ
っ
た
り
多
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と

は
な
い
、
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
う
。
と
い
う
の
も
、

一
や
多
と
い
う
の
は
、
物
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
す
べ
て
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
す
る

知
性
の
言
語
に
お
い
て
語
ら
れ
る
事
柄
に
す
、
ぎ
ず
、
本
来
は
、
様
々
な
要
素
が
相

E
に
透
入
し
て
い
て
、
自
己
の
底
で
は
連
続
が
あ
る

の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
私
の
内
的
生
命
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
生
命
一
般
も
ま
た
そ
う
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
」

(
N印川町

¥ω
。
印
)
。

そ
れ
ゆ
え
、
自
己
性
の
確
保
の
た
め
に
は
、
こ
の
自
己
の
連
続
と
し
て
あ
る
内
的
生
命
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
自
己
が

そ
れ
を
い
か
に
し
て
知
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え
で
は
、
自
己
が
自
己
自
身
に
合
致
す
る
に
は
、

心
的
活
動
の
う
ち
で
知
性
の
な
る
べ
く
染
み
込
ま
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
直
観
へ
と
意
識
を
集
中
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

「
自
分
の
人
格
を
は
げ
し
く
自
己
収
縮
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
す
り
抜
け
る
過
去
を
取
り
集
め
、
こ
れ
を
緊
密
不
可
分
な

ま
で
に
つ
き
進
め
て
、
や
が
て
現
在
を
創
造
さ
せ
な
が
ら
、
現
在
の
中
に
入
り
込
む
」

(
N
C
H
¥
N
h
E
)
0

こ
の
よ
う
な
、
意
志
が
極
度
に

緊
張
し
、
自
己
が
自
己
自
身
に
合
致
し
た
事
態
が
「
純
粋
持
続
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
純
粋
持
続
に
お
い
て
、
自
己
性
が
一
応
確

(3) 

保
さ
れ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

三
、
他
者
把
揮
の
可
能
性

こ
こ
ま
で
、
「
創
造
的
進
化
』

の
生
命
論
の
う
ち
に
自
己
と
他
者
の
問
題
を
立
て
て
、
個
体
の
生
成
お
よ
び
自
己
性
の
確
立
に
つ
い

て
考
察
し
て
き
た
。
次
に
、
自
己
が
ど
の
よ
う
に
し
て
他
者
を
把
握
し
う
る
の
か
を
検
討
し
た
い
。



前
節
で
見
た
よ
う
に
、
人
間
の
心
的
活
動
と
さ
れ
た
の
は
、
知
性
お
よ
び
本
能
、
そ
し
て
直
観
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
他
者
把
握
と

い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
物
質
を
認
識
対
象
と
す
る
知
性
は
、
自
他
の
区
別
を
身
体
の
差
異
に
よ
っ
て
知
る

こ
と
が
可
能
で
は
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
生
命
と
は
無
縁
で
あ
る
。
他
方
、
生
き
生
き
し
た
対
象
を
把
握
す
る
の
は
本
能
の
共
感
で

あ
る
。
し
か
し
、
本
能
の
関
心
の
対
象
は
自
ら
の
利
害
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
自
己
に
と
っ
て
全
く
新
奇
な
存
在
を
対
象

と
し
え
る
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
次
の
叙
述
は
示
唆
に
富
む
だ
ろ
う
。
「
知
性
に
し
か
探

す
(
の

V
O
R
v
q
)
能
力
が
な
く
、

し
か
し
知
性
だ
け
で
は
決
し
て
見
い
だ
し
え
な
い
事
物
が
あ
る
。
そ
れ
を
見
い
だ
す
の
は
本
能
だ

生の共同体について

け
で
あ
る
と
し
て
、
本
能
は
そ
れ
を
決
し
て
探
し
は
す
ま
い
」

(
5
N
¥
毘
印
)
。
他
者
性
を
帯
び
て
現
れ
る
他
者
と
は
、
こ
の
よ
う
な
事

物
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
事
物
を
把
握
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
直
観
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

ベ
ル
ク
ソ

ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
直
観
は
本
能
の
共
感
が
知
性
の
自
己
反
省
に
よ
っ
て
発
展
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
利
害
関
心
か
ら
離
れ
て

生
命
の
内
奥
を
直
接
的
に
把
握
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
生
き
生
き
し
た
新
奇
な
も
の
と
し
て
の
他
者
を
把
握
す
る
可

能
性
が
一
応
見
い
だ
さ
れ
よ
う
。

で
は
さ
ら
に
、
そ
の
可
能
性
を
認
め
た
う
え
で
、
他
者
、
と
り
わ
け
人
聞
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
し
て
把
握
さ
れ
る
の

(4) 

か
。
最
後
に
こ
の
課
題
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
第
三
章
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
「
創
造
的
進
化
』

で
の
生
命
論
、
が
愛
の
概
念
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
本
能
に
お
い
て
は
保
証
さ
れ
て
い
た

(
見
虫
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
)
社
会
が
、
知
性
的
存
在
に
お
い
て
は
生
へ
の

密
着
に
欠
損
が
生
じ
て
成
立
し
な
く
な
る
か
ら
、
そ
の
欠
損
を
宗
教
、
と
り
わ
け
動
的
宗
教
に
よ
っ
て
埋
め
合
わ
せ
、
生
の
根
源
と
一

21 

致
さ
せ
る
こ
と
で
、
愛
に
満
ち
た
人
類
全
体
の
共
同
体
を
創
出
す
る
必
要
を
説
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
彼
に
よ
れ
ば
、
宗
教
は
神
秘
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主
義
に
あ
ず
か
る
が
、
「
神
秘
主
義
の
極
致
は
、
生
が
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
創
造
的
努
力
と
触
れ
合
う
こ
と
、

し
た
が
っ
て
ま
た
こ
の

努
力
と
部
分
的
に
一
つ
に
な
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
努
力
は
神
自
身
で
は
な
い
と
し
て
も
、
神
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
」

(
N
ω
ω
¥主
。
)
。

さ
ら
に
、
生
の
創
造
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
神
の
本
質
で
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
は
愛
で
あ
る

(
N叶
N
t
N
a
k
弓
)

0

こ
の
愛
の
神
秘
的
な
飛

躍
が
人
類
全
体
に
直
接
広
げ
ら
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が

(
N
U
C
¥
A
5
3
、
選
ば
れ
た
少
数
の
人
々
が
神
か
ら
の
こ
の
飛
躍
を
受

け
て
、
今
度
は
こ
れ
ら
の
人
々
が
飛
躍
を
人
類
全
体
へ
と
刻
み
付
け
よ
う
と
す
る

(
N
品
。
¥
色
。
)

0

彼
ら
の
直
観
は

「
生
を
導
い
て

我
々
の
存
在
の
そ
も
そ
も
の
根
底
に
ま
で
達
せ
し
め
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
生
全
体
の
根
源
ま
で
も
導
い
て
行
く
」

(
N
。
qhH戸

)

0

こ
の
よ
う
な
人
々
が
神
秘
家
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
神
秘
家
を
介
し
て
、
愛
は
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
る
の
か
。
「
創
造
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
は
愛
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ま
た
、

愛
さ
れ
る
に
値
す
る
存
在
を
自
ら
の
う
ち
か
ら
産
み
出
す
こ
と
を
意
味
す
る
」

(
N
芯¥む∞
)

0

つ
ま
り
、
神
は
ま
ず
神
秘
家
を
愛
の
対

(5) 

象
と
す
る
。
だ
が
同
時
に
、
神
秘
家
は
神
を
愛
の
対
象
と
す
る

(
N
③
吋
¥
品
、
立
)
。
そ
し
て
、
神
と
の
完
全
な
合
一
に
お
い
て
は
、
「
愛

す
る
も
の
と
愛
さ
れ
る
も
の
と
の
聞
に
は
、
も
は
や
根
本
的
な
分
離
は
な
い
」

(
N
ω
ω
¥
B
N
)
。
た
だ
し
、
「
神
と
の
合
一
が
ど
れ
ほ
ど

緊
密
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
全
面
的
と
な
ら
ぬ
限
り
、
ま
だ
最
終
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
」

(
N
h
E
K
臼
)
。

つ
ま
り
、
神
の
現
前
に

お
け
る
限
り
な
い
歓
喜
に
あ
り
、
神
の
う
ち
に
没
入
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
魂
の
一
部
が
外
に
残
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
意
志
」

(
〈
。
]
。
口
定
山
)

で
あ
る

(
N
A
E
¥
8
N
)
。
そ
し
て
、
こ
の
意
志
が
神
と
の
さ
ら
な
る
合
一
を
目
指
し
て
運
動
す
る
の
が
、
人
聞
の
魂
の
在

り
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
神
秘
家
は
、
神
の
愛
を
受
け
て
自
ら
が
神
と
の
合
一
を
果
た
し
た
の
と
同
じ
仕
方
で
、

そ
の
愛
を
神
秘
家
以
外
の
人
々
へ
伝
え
て
い
く
。

つ
ま
り
、
「
神
秘
家
の
愛
の
方
向
は
、
生
の
飛
躍
の
方
向
と
ひ
と
つ
」

(NhF
山由¥品切。)

で
あ
り
、
「
神
を
通
し
て
、
ま
た
神
に
よ
っ
て
、
彼
は
全
人
類
を
神
の
愛
を
も
っ
て
愛
す
る
」

(
N
会
一
¥
品
切
仏
)
。
こ
う
し
て
、
愛
が
、
神



秘
家
を
介
し
、
宗
教
を
通
し
て
、
人
類
全
体
へ
と
広
が
る
と
き
、
理
想
の
共
同
体
が
創
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
お
む
一
¥
お
F
N印
N
1
8
S
。

以
上
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
、
愛
す
な
わ
ち
生
の
創
造
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
基
づ
く
共
同
体
の
議
論
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
他

者
把
握
に
つ
い
て
の
、
よ
り
具
体
的
な
可
能
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
愛
が
「
愛
さ
れ
る
に
値
す
る
存
在

を
自
ら
の
う
ち
か
ら
産
み
出
す
」
と
述
べ
て
い
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
他
者
は
、
愛
に
お
い
て
こ
そ
対
象
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
知
覚
に
よ
ら
な
い
他
者
把
握
の
契
機
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
愛
が
伝
播
さ
れ
る
過
程
で
愛
す
る
者
と
愛

さ
れ
る
者
と
の
合
一
は
不
完
全
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
ゆ
え
愛
さ
れ
る
者
の
う
ち
に
-
意
志
が
残
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
ベ
ル
ク
ソ

生の共同体について

ン
の
見
解
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
志
こ
そ
が
他
者
性
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
愛
の
共
同
体
に
お
い
て
も
、
意
志
の
残
存
と
い
う

形
で
、
他
者
の
他
者
性
が
保
持
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
『
創
造
的
進
化
」
で
の
生
命
論
を
中
心
に
、
自
己
と
他
者
の
問
題
に
つ
い
て
、
個
体
が
い
か
に
し
て
生
成
し
、
そ

れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
自
己
性
を
得
て
、
他
者
を
把
握
し
う
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
便
宜
上
こ
の
よ
う
な
順
に
従
っ
て
他
者

把
握
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
、

フ
ッ
サ
l
ル
流
の
議
論
の
進
め
方
と
似
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
内
実
が
フ
ッ
サ
l
ル
的
な
把
握
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
自
己
や
他

者
を
孤
立
的
な
存
在
で
は
な
く
、
生
命
の
飛
躍
に
あ
ず
か
り
、
生
の
共
同
体
を
根
底
に
も
つ
存
在
と
捉
え
て
、
両
者
の
心
的
差
異
を
知

性
と
直
観
の
度
合
い
か
ら
説
明
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
自
己
の
自
己
性
が
得
ら
れ
る
の
も
、
生
命
全
体
を
背
景
に
し
た
純
粋
持
続
に

23 

お
い
て
で
あ
り
、
ま
た
他
者
を
把
握
し
う
る
の
も
、
生
命
過
程
そ
の
も
の
で
あ
る
本
能
が
発
達
し
た
直
観
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
さ
ら
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に
、
「
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』

で
は
、
生
命
の
創
造
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
愛
と
置
換
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
覚
の
対
象
と
し
て
で

は
な
く
、
愛
の
対
象
と
し
て
の
他
者
が
見
い
だ
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
、
他
者
は
、
愛
す
な
わ
ち
生
の
創
造
的
エ

ネ
ル
ギ
I
に
お
い
て
対
象
と
さ
れ
、
生
の
直
観
に
よ
っ
て
生
き
生
き
し
た
新
奇
な
も
の
と
し
て
直
接
的
に
把
握
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
生
の
共
同
体
と
い
う
立
場
か
ら
他
者
把
握
を
考
え
る
ア
ン
リ
や
シ
ェ

l
ラ
!
と
同
様
に
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
も
ま
た
、
生

の
共
同
体
を
根
底
に
据
え
る
こ
と
で
、
知
性
に
よ
る
他
者
の
構
成
を
逃
れ
、
生
の
直
観
に
よ
る
直
接
的
な
他
者
把
握
の
可
能
性
を
得
て
、

そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
自
己
と
他
者
の
直
接
的
な
一
致
を
理
想
と
し
て
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
、
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』

で

は
、
生
の
共
同
体
を
基
盤
と
し
て
、
調
和
的
な
社
会
が
理
想
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
、
人
間
は
第
一
義
的
に

は
知
性
的
存
在
で
あ
り
、
「
知
性
の
薦
め
る
も
の
は
む
し
ろ
自
己
本
位
(
エ
ゴ
イ
ズ
ム
)

の
態
度
で
あ
る
」

(
N
N
N
¥品
N

∞)
と
、
ベ
ル
ク

ソ
ン
は
認
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
知
性
の
道
具
で
あ
り
共
同
作
業
を
可
能
に
す
る
言
語
が
、
自
己
と
他
者
の
闘
離
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と

も
予
想
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
描
く
愛
の
共
同
体
と
現
実
の
社
会
の
聞
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
距
離
が
あ
る
。
そ

こ
で
、
「
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
に
お
い
て
こ
の
距
離
を
埋
め
て
ゆ
く
作
業
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

注
へ
1

拙
論
「
ア
ン
リ
の
シ
工

l
ラ
l
批
判
に
見
る
他
者
把
握
の
問
題
」
(
大
阪
大
学
文
学
部
哲
学
講
座
編
『
メ
タ
フ
ュ
シ
カ
』
第
お
号
、
巴
君
、

目当
-NmEi
怠
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(2)

出
巾
ロ
ユ
切
而
円
ぬ
印

c
p
h
Sえ
ミ
3
3
ミ雷同司柏町
mw
】
)
円
巾
回
田

g
dロ
守
開
門
包
片
山
町
内
印
己

m
m，
門
出
口

n
P
E
E
P
E白
・
/
ノ
真
方
敬
道
訳
『
創
造
的
進
化
』
、

岩
波
文
庫
。
(
以
下
、
本
文
中
の
括
弧
内
に
参
照
箇
所
の
頁
数
を
原
典
/
邦
訳
の
順
に
記
す
。
)

(3)

た
だ
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
純
粋
持
続
に
お
け
る
自
己
の
自
己
自
身
へ
の
合
致
に
は
程
度
の
差
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る

(
N
S
b品())。



た
と
え
ば
、
完
全
な
合
致
に
お
い
て
は
、
生
命
は
「
自
己
自
身
と
共
感
す
る
一
つ
の
全
体
」

(Hgboω)
で
あ
り
、
自
己
の
内
的
生
命
は

根
源
的
な
生
命
全
体
に
至
り
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
先
の
自
己
牲
に
は
協
同
ら
ぎ
の
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
4
)

国
g
H
ニ凶
R
m
w
。PP
M
h
H
S
H
8
ミ
R
M
S
-
b
sミ
白
』
町
時
同
丸
町

ha
ミぬ一札
O
F
同V
5
m
g
d包

4mag-Bニ巾
H
J
g
n
p
同》包
P
H
S
N・
/
森

口
美
都
男
訳
『
道
徳
と
宗
教
の
二
つ
の
源
泉
』
、
「
世
界
の
名
著
日
」
、
中
央
公
論
社
。
(
こ
の
項
以
下
、
本
文
中
の
括
弧
内
に
、
こ
の
著

作
の
参
照
箇
所
を
原
典
/
邦
訳
の
順
に
記
す
。
)

(5)

た
だ
し
、
こ
こ
で
一
百
わ
れ
て
い
る
対
象
は
、
知
覚
に
お
け
る
対
象
の
こ
と
で
は
な
く
、
生
き
た
経
験
に
お
い
て
現
れ
る
存
在
の
こ
と
で

あ
る

(
M
U
m
-
怠
N
)
。

(
文
学
部
助
手
)
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