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［応募動機及びコメント］ 

 子どもたちと共に宗教的なものについて考えた実践論文が幸運にも、近代を代

表する宗教家であった暁烏敏師の名を冠した賞を頂くことができたことは、私に

とって大変大きな喜びです。今回の受賞を励みにして、今後も目の前の子どもた

ちとの実践を通して、さらなる研鑽を積んでいきたいと思いを新たにしています。 
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概
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公
立
小
中
学
校
の
道
徳
で
は
、
「
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
」

の
指
導
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
一
般
に
こ
の
「
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の
に
対
す
る

畏
敬
の
念
」
の
道
徳
指
導
は
、
「
宗
教
的
情
操
」
教
育
を
指
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。

こ
の
「
宗
教
的
情
操
」
教
育
は
、
戦
前
よ
り
子
ど
も
た
ち
の
「
人
格
の
完
成
」
の
た

め
に
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
、
現
代
に
至
る
ま
で
繰
り
返
し
教
育
政
策
に
お
い
て
要

請
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
一
方
で
、
政
教
分
離
の
原
則
と
の
緊
張
関
係
を
背
景
に
そ

の
是
非
に
つ
い
て
の
議
論
が
続
い
て
き
た
。 

 

「
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
」
自
体
が
、
超
越
的
な
も
の
や

非
合
理
的
な
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
以
上
、
あ
る
い
は
時
に
そ
れ
が
宗
教
的
な
感

情
そ
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
公
立
学
校
の
宗
教
的
中
立
と
衝
突
し
が
ち
に
な
る
の
は

至
極
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
、
教
育
実
践
の
領
域
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
そ
う
し

た
法
制
上
の
問
題
に
加
え
、「
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の
」
と
い
う
対
象
の
捉
え
難
さ

が
、
学
校
教
育
の
現
場
に
あ
る
実
践
者
に
そ
の
指
導
の
難
し
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る

現
状
が
あ
る
。 

 

し
か
し
、
「
宗
教
的
な
も
の
」
が
、
人
の
生
死
や
人
生
の
意
義
と
い
っ
た
、
根
源
的

な
人
間
の
生
き
方
、
在
り
方
の
模
索
に
か
か
わ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
世
俗
化
が
進

ん
だ
現
代
に
あ
っ
て
な
お
、
そ
れ
は
私
た
ち
の
生
に
と
っ
て
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
学
校
教
育
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち
が
「
宗
教
的
な

も
の
」
を
客
観
的
な
視
点
を
も
っ
て
考
え
る
こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。 

 

本
論
文
で
は
、
①
ま
ず
、
現
代
の
教
育
政
策
に
お
け
る
「
宗
教
的
な
も
の
」
の
扱

い
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
合
わ
せ
て
、
教
育
と
「
宗
教
的
な
も
の
」
を
め
ぐ
る
ア
カ

デ
ミ
ッ
ク
な
領
域
で
の
議
論
の
内
実
を
考
察
す
る
。
②
次
に
、
現
在
の
教
育
実
践
の

領
域
で
の
「
宗
教
的
な
も
の
」
の
表
れ
方
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
問
題
を
明
ら
か

に
す
る
。
③
最
後
に
、
上
記
の
考
察
を
踏
ま
え
た
上
で
「
宗
教
的
な
も
の
」
を
考
え

る
道
徳
授
業
の
実
践
を
紹
介
し
、
教
育
に
お
け
る
「
宗
教
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
考

え
る
こ
と
の
意
義
と
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

 

授
業
実
践
を
通
し
て
、
具
体
的
な
「
信
仰
」
の
姿
か
ら
子
ど
も
た
ち
は
祈
り
に
込

め
ら
れ
た
宗
教
的
な
感
情
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
翻
っ
て
子
ど

も
た
ち
は
有
限
で
卑
小
な
存
在
で
あ
る
人
間
と
「
自
然
」
の
関
係
を
問
い
直
す
こ
と

が
で
き
た
と
思
う
。
そ
う
し
た
人
間
存
在
の
有
限
さ
の
自
覚
が
、
子
ど
も
た
ち
を
人

の
生
や
死
に
注
目
さ
せ
、
人
間
の
生
の
意
味
に
つ
い
て
の
探
求
を
促
す
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
学
校
教
育
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち
が
「
宗
教
的
な
も
の
」
に
つ
い
て

考
え
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
意
義
と
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。 

   
 
 

一
、
は
じ
め
に 

  

公
立
の
小
中
学
校
に
お
け
る
道
徳
の
時
間
で
は
、
「
美
し
い
も
の
に
感
動
す
る
心
」

と
併
せ
て
、
「
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
」
の
指
導
が
求
め
ら
れ

て
い
る
（
小
学
校
学
習
指
導
要
領
道
徳
第
五
学
年
及
び
第
六
学
年
三-(

三)

、
中
学
校

学
習
指
導
要
領
道
徳
三-

(

二)

、
二
〇
〇
八
年
）
。
こ
の
内
容
項
目
は
「
主
と
し
て
自

然
や
崇
高
な
も
の
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
」
と
い
う
三
の
視
点
（
一
）

に
属
し

て
お
り
、
「
自
然
」
そ
し
て
「
崇
高
な
も
の
」
を
そ
の
主
な
対
象
と
し
て
、
子
ど
も
た

ち
が
人
間
と
し
て
の
在
り
方
や
生
き
方
を
よ
り
深
い
と
こ
ろ
か
ら
見
つ
め
直
す
こ
と
、

そ
れ
に
よ
っ
て
自
他
の
「
生
命
」
の
尊
さ
や
生
き
る
こ
と
の
す
ば
ら
し
さ
の
自
覚
を

深
め
る
こ
と
が
、
そ
の
目
的
と
さ
れ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
現
代
の
公
立
小
中
学
校
で
な
さ
れ
る
こ
の
「
人
間
の
力
を
超
え
た
も

の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
」
の
道
徳
指
導
は
一
般
に
「
宗
教
的
情
操
」
教
育
を
指
し
て

い
る
と
言
わ
れ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
「
人
格
の
完
成
」
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と

し
て
、
こ
の
「
宗
教
的
情
操
」
教
育
は
、
政
教
分
離
の
原
則
と
の
緊
張
関
係
を
背
景

に
し
な
が
ら
、
戦
前
よ
り
現
代
に
至
る
ま
で
繰
り
返
し
要
請
さ
れ
て
き
た
（
二
）
。 



 

 
「
畏
敬
の
念
」
自
体
が
超
越
的
な
も
の
や
非
合
理
的
な
も
の
を
対
象
と
し
、
そ
れ

ら
が
「
宗
教
」
と
親
近
性
を
も
つ
以
上
、
あ
る
い
は
時
に
そ
れ
が
宗
教
的
感
情
そ
の

も
の
で
あ
る
以
上
、
「
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
」
を
学
校
教
育

に
お
い
て
教
え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
公
立
学
校
の
宗
教
的
中
立
の
原
則
と
衝
突
し

が
ち
と
な
る
の
は
至
極
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
人
が
「
宗
教
」
に
対

し
て
何
ら
か
の
態
度
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
「
信
仰
」
を
も
っ
て
積
極
的
に
か
か
わ
る

に
せ
よ
、
非
科
学
的
、
非
合
理
的
な
も
の
と
み
な
し
て
背
を
向
け
る
に
せ
よ
、
そ
の

人
の
生
き
方
を
根
底
的
に
左
右
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
宗
教
的
な
も

の
」
は
、
人
の
生
死
や
人
生
の
意
義
と
い
っ
た
、
根
源
的
な
人
間
の
在
り
方
、
生
き

方
の
模
索
に
か
か
わ
る
た
め
に
、
世
俗
化
が
進
ん
だ
と
言
わ
れ
る
現
代
に
あ
っ
て
な

お
、
私
た
ち
の
生
に
と
っ
て
の
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
だ
と
す
れ

ば
、
学
校
教
育
に
お
い
て
も
「
宗
教
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
子
ど
も

た
ち
に
と
っ
て
も
意
義
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

本
論
文
で
は
、
公
立
学
校
の
道
徳
の
時
間
に
お
け
る
「
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の

に
対
す
る
畏
敬
の
念
」
の
授
業
実
践
を
通
し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
「
宗
教
的
な
も
の
」

を
考
え
る
こ
と
の
意
義
と
可
能
性
を
考
え
て
み
た
い
。 

 

そ
の
た
め
に
ま
ず
、
第
二
節
で
は
、
現
代
の
教
育
政
策
に
お
け
る
「
宗
教
的
な
も

の
」
の
扱
い
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
第
三
節
で
は
、
教
育
と
「
宗
教
的
な
も
の
」
を

め
ぐ
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
領
域
で
の
議
論
の
内
実
を
考
察
す
る
。
第
四
節
、
第
五
節

で
は
、
教
育
実
践
の
領
域
で
の
「
宗
教
的
な
も
の
」
の
表
れ
方
に
つ
い
て
考
察
し
、

そ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
六
節
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
た
「
宗

教
的
な
も
の
」
を
考
え
る
道
徳
授
業
の
実
践
を
紹
介
し
、
教
育
に
お
け
る
「
宗
教
的

な
も
の
」
の
意
義
と
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

  
 
 

二
、
教
育
と
「
宗
教
的
な
も
の
」 

  

現
代
の
公
立
学
校
に
お
け
る
教
育
と
「
宗
教
」
の
関
係
は
、
日
本
国
憲
法
第
二
十

条
と
二
〇
〇
六
年
（
平
成
十
八
年
）
に
改
正
さ
れ
た
新
教
育
基
本
法
第
十
五
条
に
規

定
さ
れ
て
い
る
。 

 

（
新
）
教
育
基
本
法 

  

（
宗
教
教
育
） 

第
十
五
条 

宗
教
に
関
す
る
寛
容
の
態
度
、
宗
教
に
関
す
る
一
般
的
な
教
養
及
び
宗
教

の
社
会
生
活
に
お
け
る
地
位
は
、
教
育
上
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
学
校
は
、
特
定
の
宗
教
の
た
め
の
宗

教
教
育
そ
の
他
宗
教
的
活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

  

旧
教
育
基
本
法
で
宗
教
教
育
を
規
定
し
て
い
た
第
九
条
と
比
較
し
て
、
新
教
育
基

本
法
に
は
「
宗
教
に
関
す
る
一
般
的
な
教
養
」
が
「
教
育
上
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
も
の
と
し
て
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
二
〇
〇
三
年

三
月
二
〇
日
に
中
央
教
育
審
議
会
よ
り
出
さ
れ
た
答
申
、
「
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ

し
い
教
育
基
本
法
と
教
育
振
興
基
本
計
画
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
に
記
さ
れ
た
、
「
宗

教
に
関
す
る
教
育
」（
三
）

に
つ
い
て
の
要
請
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
答
申
と
教
育
基
本
法
の
改
正
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
た
「
宗
教
に
関
す
る
一
般

的
教
養
」
と
は
、
「
そ
の
国
の
社
会
的
背
景
と
セ
ッ
ト
」
に
し
た
世
界
の
諸
「
宗
教
」

に
関
す
る
知
識
を
指
し
て
い
る
（
四
）
。
こ
れ
は
、
教
育
基
本
法
と
教
育
振
興
基
本
計

画
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
中
央
教
育
審
議
会
第
二
十
回
基
本
問
題
部
会
で
の
ヒ

ア
リ
ン
グ
（
五
）
（
二
〇
〇
二
年
十
二
月
十
九
日
）
の
際
行
わ
れ
た
、
阿
部
美
哉
國
學

院
大
学
長
の
意
見
陳
述
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
阿
部
は
そ
の
意
見

陳
述
の
中
で
、
「
異
文
化
理
解
」
と
同
時
に
、「
宗
教
」
に
ま
つ
わ
る
紛
争
や
問
題
、

ま
た
、
昨
今
の
反
社
会
的
カ
ル
ト
の
問
題
の
理
解
の
た
め
に
「
宗
教
に
関
す
る
教
養
」

の
教
育
の
必
要
を
述
べ
た
。 

 



 

 
［
…
］
学
校
教
育
、
特
に
公
立
学
校
で
は
、
客
観
的
な
立
場
か
ら
、
な
か
ん
ず
く
世

界
の
諸
宗
教
の
神
話
と
儀
礼
と
、
そ
れ
か
ら
「
教
え
」
の
骨
格
、
そ
う
い
う
こ
と
に
関

す
る
知
識
を
与
え
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
、
感
覚
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
知
識
の
問
題
と
し
て
、
果
た
し

て
そ
れ
が
宗
教
教
育
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
歴
史
教
育
な

の
か
、
社
会
科
の
教
育
な
の
か
、
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
は
ま
た
別
の
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す

が
、
世
界
の
諸
宗
教
に
関
す
る
神
話
、
儀
礼
、
そ
し
て
、
一
体
今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な

紛
争
の
基
本
的
な
原
因
が
ど
れ
だ
け
宗
教
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
の
知
識
、
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
カ
ル
ト
事
件
と
い
う
よ
う
な
形
で
社
会
の
不

安
に
関
連
す
る
よ
う
な
問
題
が
起
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
知
識
を
与

え
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
［
…
］ 

  

ま
た
、
付
け
加
え
て
、 

 

 

一
番
最
後
に
一
言
だ
け
申
し
上
げ
ま
す
と
、
今
の
と
こ
ろ
で
は
、
道
徳
教
育
で
取
り

扱
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
畏
敬
の
念
の
教
育
と
申
し
ま
す
の
は
、
畏
敬
の
念
と
い

う
こ
と
自
体
が
、
宗
教
の
定
義
か
ら
申
し
ま
し
て
宗
教
の
根
幹
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
た

が
い
ま
し
て
、
世
界
の
諸
宗
教
の
基
幹
を
な
す
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
が
世

界
の
諸
宗
教
に
お
い
て
い
か
な
る
表
現
形
態
を
と
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
教
育
を
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

と
、
道
徳
指
導
に
お
け
る
「
畏
敬
の
念
」
を
「
世
界
の
宗
教
の
基
幹
」
、
す
な
わ
ち
普

遍
的
な
「
宗
教
的
情
操
」
と
み
な
し
て
、
言
わ
ば
「
宗
教
」
的
な
「
畏
敬
の
念
」
の

教
育
の
重
要
性
を
述
べ
た
。 

 

こ
れ
を
受
け
て
、
基
本
問
題
部
会
で
は
「
異
文
化
理
解
」
の
観
点
と
併
せ
て
、
反

社
会
的
カ
ル
ト
の
問
題
へ
の
対
応
と
し
て
、
新
教
育
基
本
法
へ
の
「
宗
教
に
関
す
る

基
礎
的
な
教
育
」
の
導
入
が
答
申
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

 

一
方
、
戦
前
か
ら
曖
昧
な
ま
ま
に
留
め
お
か
れ
、
旧
教
育
基
本
法
制
定
の
際
に
も

「
棚
上
げ
」
さ
れ
て
き
た
「
宗
教
的
情
操
」
の
定
義
は
こ
こ
で
も
定
ま
る
こ
と
が
な

く
、
「
宗
教
的
情
操
」
と
い
う
文
言
に
つ
い
て
は
、
「
憲
法
論
争
に
ひ
っ
か
か
る
か
ら
、

あ
ま
り
深
入
り
が
し
な
い
ほ
う
が
い
い
」
、
「
一
般
的
な
解
釈
で
は
「
宗
教
的
」
と
い

う
と
な
か
な
か
複
雑
」
と
い
っ
た
感
想
も
出
る
中
（
六
）
、
「
宗
教
的
情
操
」
の
多
義
性

か
ら
、
新
教
育
基
本
法
の
条
文
に
「
宗
教
的
情
操
」
教
育
の
必
要
を
積
極
的
に
は
盛

り
込
ま
な
い
意
向
と
な
っ
た
。 

 

だ
が
、
「
人
格
の
完
成
」
に
「
宗
教
的
情
操
の
涵
養
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
委
員
の
間
で
一
定
の
理
解
を
得
て
い
る
こ
と
か
ら
、
答
申
で
は
補
足

と
し
て
現
状
の
道
徳
教
育
で
行
わ
れ
て
い
る
取
り
組
み
（
「
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の

に
対
す
る
畏
敬
の
念
」
の
道
徳
指
導
）
の
一
層
の
充
実
を
求
め
て
い
る
。 

  
 
 

三
、
教
育
と
「
宗
教
」
を
め
ぐ
る
議
論 

  

現
在
の
学
校
教
育
と
「
宗
教
」
に
か
か
わ
る
議
論
の
中
心
は
、
公
立
小
中
学
校
の

道
徳
の
時
間
に
扱
わ
れ
る
「
人
間
の
力
を
越
え
た
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
」
の
指

導
、
す
な
わ
ち
、
「
宗
教
的
情
操
」
教
育
の
是
非
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
問
題
視
さ
れ
る

の
は
、
日
本
国
憲
法
に
示
さ
れ
る
政
教
分
離
の
原
則
と
の
緊
張
関
係
は
も
と
よ
り
、

戦
前
・
戦
中
の
「
宗
教
的
情
操
」
教
育
が
、
結
果
と
し
て
当
時
の
国
家
主
義
を
強
化

し
た
歴
史
的
経
緯
が
あ
る
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
議
論
に
お
い
て
は
、
「
宗
教
的

情
操
は
、
特
定
の
宗
教
・
宗
派
を
離
れ
て
成
立
し
う
る
か
」
が
本
質
的
な
問
い
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
特
定
の
宗
教
・
宗
派
に
結
び
付
か
な
い
「
宗
教
的
情
操
」
を
認
め
る

か
否
か
、
と
い
う
問
題
は
「
宗
教
」
の
定
義
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
「
宗
教
」
と
い
う
概
念
自
体
が
定
義
し
難
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
コ
ン
セ
ン
サ

ス
を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。 

 

例
え
ば
、
家
塚
高
志
（
一
九
八
五
）
は
、
デ
ュ
ー
イ
の
「
誰
で
も
の
宗
教
」
に
依

拠
し
て
、
「
宗
教
的
情
操
と
は
態
度
の
よ
う
な
人
間
の
心
の
か
ま
え
の
中
の
、
あ
る
特



 

徴
を
も
つ
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
の
態
度
や
生
き
方
の
問
題
と
し
て
、

既
成
教
団
と
か
か
わ
ら
な
い
宗
教
的
な
も
の
を
認
め
る
な
ら
ば
、
抽
象
的
な
実
在
し

な
い
宗
教
一
般
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
い
、
具
体
的
な
宗
教
的
情
操
が
存
在
す
る

こ
と
を
否
定
で
き
な
い
筈
で
あ
る
。
」
（pp

.1
8f

）
と
述
べ
、
「
あ
る
人
に
と
っ
て
、
究

極
的
絶
対
的
な
意
味
を
も
つ
価
値
が
施
行
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
価
値
と
か
か
わ

る
情
操
を
宗
教
的
情
操
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
」(p

.27
)

と
し
て
い
る
。 

 

家
塚
に
と
っ
て
「
宗
教
的
情
操
」
教
育
は
、
彼
が
、
「
苦
し
み
や
悲
し
み
に
は
意
味

が
あ
り
、
人
は
そ
れ
に
堪
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
よ
り
高
い
目
的
の
た
め
に
は

自
己
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
理
想
に
向
か
っ
て
の
使
命
感

に
燃
え
て
精
進
す
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
や
生
き
方
は
、
経
験
の
次
元
に
止
ま
る

価
値
観
か
ら
は
出
て
こ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
、
経
験
の
次
元
を
超

え
た
究
極
的
・
絶
対
的
な
価
値
が
求
め
ら
れ
る
。
」
（p

.35

）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
「
人

格
の
完
成
」
に
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。 

 

だ
が
、
特
定
の
宗
教
・
宗
派
に
結
び
付
か
な
い
「
宗
教
的
情
操
」
を
認
め
な
い
立

場
と
し
て
、
例
え
ば
山
口
和
孝
（
一
九
九
三
）
は
、
「
宗
教
的
情
操
が
、
人
間
誰
に
で

も
あ
る
素
朴
な
感
情
（feelin

g, em
o
tion

）
で
は
な
く
、
「
神
・
仏
・
法
」
な
ど
の
超

越
的
存
在
へ
の
知
的
活
動
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
、
い
わ
ば
特
殊
な
感
情
（sen

tim
ent

）

で
あ
る
限
り
、
そ
の
涵
養
は
宗
教
と
不
可
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
的
・
普

遍
的
宗
教
が
存
在
し
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
通
宗
教
的
情
操
な
ど
と
い
う
も
の
は

存
在
し
な
い
。」
（p.

18
9

）
と
述
べ
、
否
定
し
て
い
る
。 

 

洗
建
（
二
〇
〇
六
）
も
ま
た
、
特
定
の
宗
教
・
宗
派
に
結
び
付
か
な
い
「
宗
教
的

情
操
」
を
否
定
す
る
。
洗
は
、
「
そ
れ
（
宗
教
的
情
操
）
は
礼
拝
や
儀
礼
を
含
む
何
ら

か
の
宗
教
的
な
実
践
活
動
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
成
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
」
（p

.1
47

）
と
し
て
、
戦
前
の
「
宗
教
的
情
操
」
が
「
御
真
影
」
や
「
教
育
勅
語
」

へ
の
儀
式
や
儀
礼
に
よ
っ
て
天
皇
に
対
す
る
「
畏
敬
の
念
」
を
す
り
込
ん
で
い
っ
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 

 

ど
ち
ら
の
立
場
に
立
っ
た
と
し
て
も
「
宗
教
的
情
操
」
教
育
は
「
人
間
の
力
を
超

え
た
も
の
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
「
彼
岸
」
と
自
己
（
「
此
岸
」
）
と
の
関
係
性
の

う
ち
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
彼
岸
」
の
意
味
を
説
明
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
「
宗
教
」
以
外
に
は
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。「
宗
教
的
情

操
」
教
育
の
帰
結
が
な
ん
ら
か
の
「
特
定
の
宗
教
」
の
「
信
仰
」
に
よ
っ
て
成
熟
し

た
宗
教
者
の
姿
に
よ
っ
て
具
体
的
に
想
定
さ
れ
る
以
上
、
そ
の
教
育
実
践
に
よ
っ
て

涵
養
さ
れ
る
「
宗
教
的
情
操
」
が
「
特
定
の
宗
教
」
か
、
否
か
と
い
う
問
題
を
解
決

す
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

だ
が
、
こ
う
し
た
議
論
は
、
学
校
教
育
で
扱
わ
れ
る
「
宗
教
的
な
も
の
」
に
つ
い

て
、
実
践
者
の
み
が
そ
の
是
非
を
判
断
し
、
そ
の
判
断
を
子
ど
も
た
ち
が
道
徳
的
善

と
し
て
無
条
件
に
受
け
入
れ
る
と
い
う
、
価
値
注
入
的
な
学
習
様
態
が
想
定
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

公
立
の
学
校
教
育
に
お
い
て
、
特
定
の
宗
教
へ
の
「
信
仰
」
を
導
く
実
践
が
厳
に

慎
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
だ
が
、
人
間
に
と
っ
て
「
宗
教
」
と
の
か

か
わ
り
は
、
生
や
死
、
人
生
の
意
義
を
考
え
る
上
で
は
避
け
難
い
も
の
で
あ
り
、
現

代
社
会
に
あ
っ
て
「
宗
教
」
が
今
も
な
お
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
の
善
き
生
活
の
動

機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
一
方
で
、
様
々
な
問
題
（
例
え
ば
、
紛
争
や
テ
ロ
、

反
社
会
的
行
動
）
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
現
実
を
考
え
れ
ば
、
そ
う
し
た
「
宗
教
的

な
も
の
」
を
子
ど
も
た
ち
自
身
が
、
客
観
的
な
視
点
か
ら
吟
味
す
る
こ
と
の
で
き
る

態
度
と
力
を
身
に
付
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
宗
教
的
な
感
情
が
、
子
ど
も
た
ち
一
人

一
人
が
自
身
の
在
り
方
や
生
き
方
を
模
索
す
る
過
程
で
い
ず
れ
向
き
合
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
公
立
小
中
学
校
の
道
徳
の
時
間
に
指
導
さ
れ
る
「
人

間
の
力
を
越
え
た
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
」
の
授
業
は
、
宗
教
へ
の
素
朴
な
信
頼

を
そ
の
動
機
に
す
る
の
で
は
な
く
、
批
判
的
な
観
点
も
含
め
た
「
宗
教
的
な
も
の
」

へ
の
関
心
に
基
づ
い
て
実
践
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 



 

 
 
 

四
、
「
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
」
の
現
在 

  

そ
れ
で
は
、
公
立
小
中
学
校
に
お
け
る
道
徳
の
時
間
に
お
け
る
「
人
間
の
力
を
超

え
た
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
表
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。 

 

学
習
指
導
要
領
解
説
道
徳
編
に
よ
れ
ば
、
小
学
校
第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
の
三-

③
の
内
容
項
目
は
、
以
下
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。 

 

 

こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
人
間
の
も
つ
心
の
崇
高
さ
や
偉
大
さ
に
感
動
し
た
り

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、．
真．

理
を
求
め
る
姿
や
自
分
の
可
能
性
に
挑
戦
す
る
人
間
の
姿
に
心
を
打
た
れ
た
り

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
芸
術

作
品
の
内
に
秘
め
ら
れ
た
人
間
の
業
を
超
え
る
も
の
に
気
づ
い
た
り
、
大
自
然
の
摂
理

に
感
動
し
そ
れ
を
包
み
込
む
大
い
な
る
も
の
に
気
づ
い
た
り
す
る
こ
と
な
ど
を
通
し

て
、
そ
れ
ら
に
畏
敬
の
念
を
も
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
［
…
］
（
傍
点
は
筆
者
に
よ

る
） 

  

す
な
わ
ち
、
「
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
」
は
、
「
崇
高
な
も

の
」
を
対
象
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
人
間
性
の
気
高
さ
や
偉

大
さ
、
ま
た
、
よ
り
よ
く
生
き
よ
う
と
す
る
人
間
の
姿
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
次
い
で
、
芸
術
作
品
、
大
自
然
の
摂
理
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、「
そ
れ
を
包
み
込
む

大
い
な
る
も
の
」
と
い
う
記
述
か
ら
は
、
宗
教
的
な
超
越
者
（
神
、
仏
）
も
そ
の
想

定
の
内
に
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
文
部
科
学
省
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
『
心
の

ノ
ー
ト
』
に
も
そ
う
し
た
意
図
は
表
れ
て
い
る
。 

 

例
え
ば
、
小
学
校
五
・
六
年
の
『
心
の
ノ
ー
ト
』
で
は
、
東
山
魁
夷
に
よ
る
文
が

記
述
さ
れ
て
い
る
。 

 

山
の
雲
は 

雲
自
身
の
意
思
に
よ
っ
て
流
れ
る
の
で
は
な
く
、 

ま
た
、
波
は 

波
自
身
の
意
思
に
よ
っ
て
そ
の
音
を
立
て
て
い
る
の
で
は
な
い
。 

そ
れ
は
宇
宙
の
根
本
的
な
も
の
の
働
き
に
よ
り
、 

生
命
の
根
源
か
ら
の
導
き
に
よ
っ
て
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、 

こ
の
小
さ
な
私
自
身
も
、 

ま
た
野
の
一
本
の
草
も
、 

そ
の
導
き
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
、 

動
か
さ
れ
、
歩
ま
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、 

そ
う
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
す
。
（p

.67

） 

（
「
日
本
の
美
を
求
め
て
」
（
講
談
社
学
術
文
庫
）
よ
り
） 

  

上
記
の
「
大
自
然
の
摂
理
」
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
「
生
か
さ
れ
て
い
る
」

こ
と
の
感
得
は
、
「
生
命
尊
重
」
を
前
提
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
「
自
然
」
が
合
目
的

的
で
あ
る
こ
と
の
認
識
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、「
崇
高
な
も
の
」
と

い
う
よ
り
、
善
の
象
徴
と
し
て
の
「
美
し
い
も
の
」
と
結
び
付
き
や
す
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。 

 

ま
た
一
方
で
「
心
の
ノ
ー
ト
」
に
は
、「
崇
高
な
も
の
」
は
人
間
の
内
に
あ
る
と
す

る
記
述
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
崇
高
な
も
の
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く

人
間
自
身
で
あ
る
。 

 
私
た
ち
人
間
は 

こ
の
大
自
然
の
前
に
無
力
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど 

底
知
れ
ぬ
力
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。 

わ
た
し
た
ち
に
は 

こ
の
大
自
然
に
感
動
す
る
心
が
あ
る
。 

人
に
感
動
を
与
え
る
美
し
い
心
が
あ
る
。 



 

そ
し
て
可
能
性
を
追
い
求
め
る
強
い
力
が
あ
る
。 

人
間
の
す
ば
ら
し
さ
を
か
み
し
め
よ
う
。(p

.69
)
 

  

上
記
の
記
述
か
ら
は
、
強
大
な
「
自
然
」
と
対
峙
し
て
屈
服
し
な
い
人
間
性
へ
の

賞
賛
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

中
学
校
の
『
心
の
ノ
ー
ト
』
で
は
、 

 

人
間
に
は
美
し
い
も
の
に
感
動
す
る
心
が
あ
る
。 

雄
大
な
大
自
然
の
姿
を
前
に
、
私
た
ち
は
感
動
し
息
を
の
む
。 

ど
こ
ま
で
も
果
て
し
な
く
広
が
る
穏
や
か
な
大
海 

広
大
な
山
野
、
そ
び
え
立
つ
峰
々
。 

そ
れ
ら
は
慈
愛
を
含
ん
だ
光
景
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ 

自
分
が
と
け
込
ん
で
い
く
の
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
（p.7

9

） 

 

―
―
― 

だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
。 

こ
の
自
然
が
ひ
と
た
び
き
ば
を
む
く
と 

人
間
の
手
で
は
抗
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
力
で 

逆
に
私
た
ち
人
間
を
飲
み
込
ん
で
し
ま
う
。 

荒
れ
狂
う
海
原
の
怒
濤
、
天
空
を
閉
ざ
す
山
か
ら
の
噴
煙 

そ
し
て
大
地
を
揺
る
が
す
大
地
震
。 

そ
の
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の
を 

お
そ
れ
敬
う
気
持
ち
が
湧
い
て
く
る
。 

  

こ
こ
に
は
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
（
一
七
九
〇
）
が
『
判
断
力
批
判
』
で
言
う

「
数
学
的
崇
高
」
と
「
力
学
的
崇
高
」
と
も
呼
べ
る
「
自
然
」
が
「
畏
敬
の
念
」
の

対
象
と
し
て
表
れ
て
い
る
（
七
）
。
だ
が
、
実
際
に
教
育
実
践
の
現
場
で
、「
災
害
」
と

も
言
え
る
「
自
然
」
の
姿
が
畏
敬
に
値
す
る
「
崇
高
な
も
の
」
と
し
て
提
示
さ
れ
る

こ
と
は
、
稀
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
の
命
を
脅
か
す
破

壊
的
な
「
自
然
」
は
世
俗
的
な
善
悪
を
超
越
し
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
な
「
災

害
」
と
し
て
の
「
自
然
」
を
肯
定
し
、
畏
敬
の
対
象
と
み
な
す
た
め
に
は
、
そ
う
し

た
善
悪
を
超
越
し
た
「
彼
岸
」
の
意
味
を
説
明
付
け
る
よ
う
な
宗
教
的
解
釈
や
信
仰

を
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
。 

  
 
 

五
、
読
み
物
資
料
に
表
れ
る 

 
 
 
 
 

「
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
」 

  

で
は
、
次
に
道
徳
の
時
間
の
実
践
で
一
般
的
に
使
わ
れ
る
読
み
物
資
料
に
「
人
間

の
力
を
超
え
た
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
」
が
ど
の
よ
う
に
表
れ
て
い
る
か
を
見
て

み
よ
う
。 

 

「
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
」
を
扱
う
読
み
物
資
料
は
、
大

き
く
は
二
つ
の
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、「
自
然
」
や
生
命
の
神
秘
や
美
し
さ

を
題
材
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
人
間
の
心
や
行
為
の
う
ち
に
表
れ
る
「
崇

高
さ
」
を
題
材
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

文
部
科
学
省
に
よ
る
『
小
学
校
読
み
物
資
料
と
そ
の
利
用
―
「
主
と
し
て
自
然
や

崇
高
な
も
の
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
」
』
（
一
九
九
三
年
）
に
は
、「
ア
ル
ソ
ト

ミ
ラ
の
空
」
（
高
学
年
三-

③
）
と
い
う
読
み
物
資
料
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
ニ
ュ
ー

ギ
ニ
ア
を
舞
台
と
し
て
、
風
に
乗
っ
て
何
十
キ
ロ
も
旅
を
す
る
ア
ル
ソ
ト
ミ
ラ
の
種

が
舞
う
光
景
を
純
粋
に
求
め
る
少
年
の
姿
が
描
か
れ
る
。
こ
の
資
料
で
は
、
自
然
の

摂
理
や
神
秘
さ
を
前
に
し
た
人
間
の
、
打
算
の
な
い
無
条
件
の
感
動
に
気
付
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
同
書
に
所
収
さ
れ
て
い
る
「
十
さ
い
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
」
（
中
学
年
三-

③
）

と
い
う
読
み
物
資
料
で
は
、
朝
日
に
照
ら
し
出
さ
れ
、
刻
々
と
そ
の
色
彩
を
変
化
さ

せ
る
雄
大
な
山
々
の
景
観
に
言
葉
を
失
い
立
ち
つ
く
す
主
人
公
の
姿
が
描
か
れ
て
い

る
。 



 

 
こ
う
し
た
「
自
然
」
（
あ
る
い
は
生
命
）
の
神
秘
、
ま
た
美
し
さ
を
題
材
と
し
た
も

の
は
、
市
販
の
副
読
本
に
も
多
く
見
ら
れ
る
（
八
）
。
そ
の
背
後
に
あ
る
大
い
な
る
も

の
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
そ
の
こ
と
が
「
宗
教
」
へ
の
通
路
と
な
り
う
る

と
し
て
も
、
そ
の
題
材
は
少
な
く
と
も
直
接
的
に
は
宗
教
的
で
は
な
い
。
実
践
の
展

開
と
し
て
は
「
崇
高
な
も
の
」
に
対
す
る
人
間
の
感
動
と
そ
れ
に
よ
っ
て
生
起
す
る

「
畏
敬
の
念
」
の
感
情
を
も
つ
こ
と
が
主
眼
と
な
る
だ
ろ
う
。 

 

た
だ
し
、
自
然
の
威
力
に
か
か
わ
る
「
崇
高
さ
」
の
場
合
、
対
峙
す
る
人
間
の
言

動
に
、
自
身
の
宗
教
的
感
情
や
「
信
仰
」
に
よ
る
解
釈
が
か
い
ま
見
え
る
場
合
も
あ

る
（
九
）
。 

 

 

［
…
］
雪
崩
の
去
っ
た
山
に
は
、
ぴ
ん
と
張
り
詰
め
た
、
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
静
寂
が

漂
っ
て
い
た
。
厳
し
く
、
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
の
大
き
な
自
然
の
前
に
、
雅
彦
は
た
だ

息
を
の
ん
で
、
み
じ
ろ
ぎ
も
せ
ず
立
ち
つ
く
し
て
い
た
。 

 

し
ば
ら
く
し
て
、
健
じ
い
は
重
い
口
を
開
い
て
言
っ
た
。 

「
ど
ん
な
に
憎
い
ノ
ウ
サ
ギ
で
も
、
殺
し
て
は
い
け
ん
、
と
お
山
が
言
う
時
が
あ
る
。

人
間
も
、
お
山
の
大
き
な
力
の
前
じ
ゃ
、
ま
る
で
ち
っ
ぽ
け
な
生
き
物
に
過
ぎ
ん
。
」 

（
「
雪
ウ
サ
ギ
」、
『
中
学
校
読
み
物
資
料
と
そ
の
利
用
―
「
主
と
し
て
自
然
や
崇
高
な

も
の
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
』、
文
部
省
、
一
九
九
三
年
） 

  

で
は
、
一
方
、
人
間
の
精
神
や
行
為
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
「
崇
高
な
も
の
」
は
、

副
読
本
で
は
ど
の
よ
う
に
表
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

小
学
校
の
「
道
徳
」
に
お
い
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
青
の
洞
門
」
（
菊
池

寛
作 

東
京
書
籍
六
年
、
学
習
研
究
社
六
年
、
光
村
図
書
六
年
、
学
校
図
書
六
年
、

光
文
書
院
六
年
、
文
部
科
学
省
）
に
は
、
一
年
に
十
人
も
の
犠
牲
が
出
る
絶
壁
の
難

所
に
、
二
十
一
年
の
歳
月
を
か
け
て
一
心
に
岩
壁
を
掘
り
抜
き
、
洞
門
を
完
成
さ
せ

る
僧
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。 

 

こ
こ
で
の
「
崇
高
な
も
の
」
は
、
恐
怖
や
不
安
、
困
難
を
乗
り
越
え
て
自
身
の
信

念
を
貫
き
通
そ
う
と
す
る
人
間
の
姿
と
し
て
表
れ
て
い
る
（
一
〇
）
。
人
間
を
圧
倒
す
る

暴
力
的
な
「
自
然
」
の
力
が
「
崇
高
な
も
の
」
で
は
な
い
。
こ
こ
に
示
さ
れ
る
「
崇

高
な
も
の
」
は
人
間
自
身
で
あ
る
。
自
ら
の
身
を
省
み
ず
、
「
道
徳
的
使
命
」
（
人
間

性
）
の
た
め
に
大
き
な
困
難
に
立
ち
向
か
う
人
間
の
姿
に
、
人
は
感
動
を
覚
え
「
崇

高
な
も
の
」
を
見
る
。 

 

た
だ
、
人
間
的
な
弱
さ
や
醜
さ
に
打
ち
勝
っ
て
、
自
ら
を
省
み
ず
に
「
道
徳
的
使

命
」
を
果
た
そ
う
と
す
る
そ
の
姿
は
、「
献
身
」
、
あ
る
い
は
、「
自
己
犠
牲
」
と
い
う

様
態
の
「
崇
高
な
も
の
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。 

 

こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、
読
み
物
資
料
に
表
れ
る
「
自
然
」
は
ま
ず
、
大
自
然
や

生
命
の
神
秘
、
あ
る
い
は
「
美
し
い
も
の
」
と
し
て
描
か
れ
、
子
ど
も
た
ち
は
そ
の

美
し
さ
に
対
す
る
主
人
公
の
感
動
す
る
こ
と
に
共
感
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
美
し
い
「
自
然
」
に
感
動
す
る
こ
と
が
道
徳
的
価
値
と
さ
れ

て
い
る
と
捉
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
人
間
を
圧
倒
す
る
暴
力
的
な
「
自
然
」
が
描
か
れ
る
場
合
、「
崇
高
な
も
の
」

は
そ
の
自
然
で
は
な
い
。
不
安
や
恐
怖
に
打
ち
勝
っ
て
、
道
徳
的
使
命
に
突
き
動
か

さ
れ
る
人
間
の
姿
の
気
高
さ
こ
そ
が
「
崇
高
な
も
の
」
な
の
だ
。 

 

だ
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
心
の
ノ
ー
ト
」
や
道
徳
の
副
読
本
に
表
れ

る
「
自
然
」
や
人
間
の
姿
は
「
崇
高
な
も
の
」
、
あ
る
い
は
「
美
し
い
も
の
」
で
は
あ
っ

て
も
、
必
ず
し
も
「
宗
教
的
な
も
の
」
で
は
な
い
（
一
一
）
。
ま
た
、
特
に
こ
う
し
た
「
崇

高
な
も
の
」
に
注
目
す
る
実
践
は
、
人
間
の
偉
大
さ
や
尊
厳
に
つ
い
て
自
覚
を
深
め

た
と
し
て
も
、
人
間
の
弱
さ
は
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
人
間

が
本
質
的
に
持
つ
有
限
性
や
卑
小
さ
を
軽
視
し
て
い
る
。
人
間
に
は
不
安
や
恐
怖
に

囚
わ
れ
や
す
く
、
醜
さ
も
有
し
て
い
る
。
ま
た
、「
自
然
」
や
生
命
は
暴
力
的
で
、
儚

く
脆
い
一
面
も
あ
る
。
人
間
、
そ
し
て
「
自
然
」
は
そ
の
よ
う
な
部
分
も
含
め
て
理

解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
真
に
人
間
と
し
て
の
自
覚
を

深
め
る
「
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
」
の
教
育
実
践
に
は
、
そ

の
よ
う
な
人
間
存
在
の
有
限
性
や
卑
小
さ
の
理
解
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
人



 

間
存
在
の
有
限
性
や
卑
小
さ
の
自
覚
と
宗
教
的
な
感
情
は
強
く
結
び
付
い
て
い
る
。 

  
 
 

六
、
「
宗
教
的
な
も
の
」
を
考
え
る
「
畏
敬
の
念
」
の
道
徳
授
業 

  

六
―
一 

「
宗
教
的
な
も
の
」
を
考
え
る
「
畏
敬
の
念
」
の
道
徳
授
業
へ 

  

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
現
代
の
公
立
小
中
学
校
の
道
徳
の
時
間
に
表
れ
る

「
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
」
は
、
「
崇
高
さ
」
と
結
び
付
い
て

は
い
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
宗
教
的
な
感
情
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
そ
こ
で
指

導
さ
れ
る
「
畏
敬
の
念
」
は
、
「
崇
高
さ
」
と
結
び
付
い
て
い
る
た
め
に
、
人
間
の
偉

大
さ
や
尊
厳
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
る
一
方
で
、
人
間
の
有
限
性
や
卑
小
さ
の
自

覚
は
軽
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
人
間
は
そ
の
よ
う
な
有
限
性
を

有
し
て
い
る
が
故
に
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
子
ど

も
た
ち
が
人
間
存
在
の
本
質
の
理
解
に
迫
る
た
め
に
は
、
そ
の
有
限
さ
の
自
覚
と
強

く
結
び
付
く
素
朴
な
宗
教
的
な
感
情
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

そ
こ
で
、
実
際
の
「
信
仰
」
の
姿
か
ら
そ
こ
に
表
れ
る
宗
教
的
感
情
に
つ
い
て
、

子
ど
も
た
ち
が
客
観
的
な
視
点
か
ら
「
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の

念
」
を
検
討
す
る
道
徳
授
業
の
実
践
を
構
想
し
、
実
施
し
た
。 

  

六
―
二 

授
業
実
践
の
意
図 

  

筆
者
の
勤
務
校
で
は
、
六
年
生
を
対
象
に
、
県
内
白
山
ろ
く
に
あ
る
山
間
の
少
年

自
然
の
家
で
宿
泊
体
験
学
習
を
実
施
し
て
い
る
。
そ
こ
で
子
ど
も
た
ち
は
、
登
山
や

野
外
炊
飯
な
ど
の
ア
ウ
ト
ド
ア
活
動
を
通
し
て
、
白
山
の
豊
か
な
自
然
に
楽
し
み
な

が
ら
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
住
宅
地
の
中
心
に
位
置
す
る
本
校
の
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
、
山
の
自
然
と
か
か
わ
る
宿
泊
体
験
学
習
は
貴
重
な
機
会
で
あ
り
、
様
々
な

自
然
体
験
を
通
し
て
、
そ
の
一
端
で
は
あ
っ
て
も
白
山
ろ
く
の
自
然
の
豊
か
さ
と
そ

の
厳
し
さ
に
つ
い
て
体
験
し
、
ま
た
、
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。 

 

子
ど
も
た
ち
が
宿
泊
体
験
学
習
を
行
っ
た
白
山
ろ
く
の
白
峰
地
区
は
、
か
つ
て
よ

り
真
宗
地
帯
で
信
仰
の
篤
い
地
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
一
年
の
あ
る
期
間
、
あ
る
い

は
一
年
の
ほ
と
ん
ど
を
家
族
で
本
村
か
ら
離
れ
て
山
中
に
入
り
、
焼
き
畑
や
炭
焼
き
、

養
蚕
な
ど
の
生
産
活
動
を
行
う
「
出
作
り
」
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
。
危
険
な
山
中
で

の
「
出
作
り
」
の
人
々
の
暮
ら
し
の
精
神
生
活
を
支
え
る
た
め
に
、
峠
な
ど
の
険
路

に
は
多
く
の
地
蔵
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
地
蔵
信
仰
は
厳
し
い
自
然
と
向

き
合
う
有
限
な
人
間
の
素
朴
な
宗
教
的
感
情
の
表
れ
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

 

そ
こ
で
、
子
ど
も
た
ち
の
白
山
ろ
く
で
の
自
然
体
験
と
関
連
付
け
な
が
ら
、
豊
か

で
あ
る
が
厳
し
い
自
然
と
向
き
合
い
な
が
ら
生
活
し
た
人
々
の
素
朴
な
宗
教
的
感
情

に
つ
い
て
洞
察
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
、
「
出
作
り
」
の
人
々
の
地
蔵
信
仰
に
ま

つ
わ
る
読
み
物
資
料
を
作
成
し
（
一
二
）
、
そ
れ
を
も
と
に
「
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の

に
対
す
る
畏
敬
の
念
」
の
道
徳
実
践
を
行
っ
た
。 

 

通
常
、
道
徳
の
時
間
で
使
用
さ
れ
る
読
み
物
資
料
は
、
登
場
人
物
の
心
情
を
描
い

た
物
語
文
で
あ
る
こ
と
が
多
い
が
、
特
定
の
「
信
仰
」
の
在
り
方
に
表
れ
る
素
朴
な

宗
教
的
感
情
を
客
観
的
に
考
察
で
き
る
よ
う
、
本
資
料
は
客
観
的
な
視
点
に
よ
る
説

明
的
文
章
の
体
裁
を
と
っ
た
。
本
村
か
ら
遠
く
離
れ
た
山
中
で
暮
ら
す
「
出
作
り
」

の
人
々
の
孤
独
や
不
安
、
そ
し
て
「
自
然
」
へ
の
畏
れ
を
、「
白
峰
の
地
蔵
」
た
ち
は

表
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
に
は
「
出
作
り
」
の
人
々
の
「
白
峰
の
地
蔵
」
へ
の
祈

り
を
通
し
て
、
強
大
な
自
然
の
中
で
懸
命
に
生
き
る
人
間
の
姿
を
認
め
、
そ
こ
に
表

れ
る
宗
教
的
な
感
情
の
意
味
に
気
付
か
せ
た
い
と
考
え
た
。 

 
単
元
は
宿
泊
体
験
学
習
後
の
二
時
間
の
計
画
と
し
、
第
一
次
で
は
、
資
料
「
白
峰

の
地
蔵
」
を
読
み
、
地
蔵
信
仰
に
表
れ
る
「
出
作
り
」
の
人
々
の
宗
教
的
感
情
と
そ

こ
で
の
「
自
然
」
と
人
間
の
関
係
を
考
え
さ
せ
た
。
第
二
次
で
は
、
第
一
次
で
の
学

び
を
踏
ま
え
て
、
個
人
の
自
然
体
験
を
聞
き
合
い
、
自
然
の
大
切
さ
を
考
え
る
活
動

を
行
っ
た
。 

 



 

 
六
―
三 

資
料
「
白
峰
の
地
蔵
」 

  

以
下
に
筆
者
が
作
成
し
た
読
み
物
資
料
「
白
峰
の
地
蔵
」
を
紹
介
す
る
。 

 

白
峰
の
地
蔵	

	

旧
白
峰
村
（
現
在
の
白
山
市
桑
島
、
下
田
原
、
白
峰
）
の
地
内
に
は
、
地
蔵
（
一
三
）

の
石
仏
が
三
十
九
カ
所
も
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
三
分
の
一
は
、
山
中

の
峠
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
白
峰
の
人
々
は
、
ど
の
よ
う
な
願
い
を
こ
め
て
こ
れ
ほ

ど
多
く
の
地
蔵
を
ま
つ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。	

	

昔
の
白
峰
村
で
は
、「
出
作
り
」
と
い
っ
て
一
年
の
う
ち
、
春
か
ら
秋
の
間
、
ま
た
、

一
年
の
ほ
と
ん
ど
を
、
家
族
で
本
村
を
は
な
れ
、
山
中
で
畑
を
作
っ
た
り
、
蚕
を

か
い
こ

育

て
た
り
、
炭
を
焼
い
た
り
し
て
す
ご
す
人
々
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。	

	

山
奥
で
の
く
ら
し
は
厳
し
く
、
危
険
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
け
が
を
し
た
り

病
気
に
な
っ
た
り
し
て
も
、
近
く
に
お
医
者
さ
ん
は
い
ま
せ
ん
。
本
村
か
ら
遠
く
は

な
れ
た
山
中
で
く
ら
す
人
々
は
、
不
安
や
心
細
さ
か
ら
、
自
分
た
ち
の
近
く
に
神
様

や
仏
様
を
求
め
た
の
で
し
ょ
う
。
険
し
い
山
道
を
上
り
き
っ
た
峠
や
切
り
立
っ
た
が

け
の
道
、
落
石
や
土
砂
く
ず
れ
が
起
こ
る
危
険
な
場
所
、
ま
た
、
妖
怪
変
化
が
あ
ら

わ
れ
る
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
や
さ
し
い
ほ
ほ
え
み
を
た
た
え
た
地
蔵
の
石
仏

が
置
か
れ
、
山
の
仕
事
で
そ
こ
を
通
る
「
出
作
り
」
の
人
々
を
見
守
っ
て
い
ま
し
た
。	

	

そ
ん
な
白
峰
の
地
蔵
の
一
つ
に
、
ヨ
モ
サ
の
地
蔵
が
あ
り
ま
す
。
白
峰
か
ら
約
七

㎞
あ
ま
り
は
な
れ
た
河
内
谷
の
藤
部
万
造
と
い
う
「
出
作
り
」
の
人
の
家
の
そ
ば
に

ま
つ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。	

	

ヨ
モ
サ
の
地
蔵
は
、
藤
部
家
の
納
屋
を
借
り
て
行
わ
れ
て
い
た
小
学
校
の
巡
回
授

業
所
が
、
分
教
場
と
な
り
、
そ
の
地
よ
り
下
が
っ
た
又
ガ
平
に
移
転
す
る
と
き
に
い
っ

し
ょ
に
移
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
藤
部
さ
ん
の
夢
に
何
度
も
ヨ
モ
サ
の

地
蔵
が
あ
ら
わ
れ
、
も
と
の
場
所
に
帰
し
て
く
れ
と
言
う
の
で
、
ま
た
も
と
の
地
に

も
ど
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
手
取
川
の
大
洪
水
（
一
四
）

で
小
学

校
の
分
教
場
は
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
藤
部
さ
ん
の
夢
枕
に
立
っ
て
水
難
を
の

が
れ
た
ヨ
モ
サ
の
地
蔵
は
、
そ
れ
か
ら
い
っ
そ
う
、
河
内
谷
の
「
出
作
り
」
の
人
々

に
大
切
に
さ
れ
ま
し
た
。
春
祭
り
に
は
、
の
ぼ
り
が
立
て
ら
れ
、
小
豆
つ
き
の
ぼ
た

も
ち
や
お
神
酒
、
果
物
な
ど
が
供
え
ら
れ
ま
し
た
。	

	

白
峰
の
人
々
は
、
峠
の
地
蔵
に
草
花
や
水
を
さ
さ
げ
、
と
き
に
は
お
供
え
も
の
を

し
て
大
切
に
し
ま
し
た
。
地
蔵
の
石
仏
を
、
「
峠
の
カ
ミ
サ
ン
（
神
様
）
」
と
よ
び
自

分
た
ち
の
無
事
を
願
っ
て
い
た
の
で
す
。
白
峰
の
地
蔵
に
は
、
白
山
の
厳
し
い
自
然

の
な
か
で
く
ら
す
「
出
作
り
」
の
人
々
の
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。	

	

参
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六
―
四 

学
習
指
導
案 

 

第
一
次 
「
白
峰
の
地
蔵
」（
一
時
間
） 

 

題
材
名
「
白
峰
の
地
蔵
」
（
自
作
資
料
） 

 

ね
ら
い 

資
料
「
白
峰
の
地
蔵
」
を
通
し
て
、
自
然
と
い
う
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
に
つ
い
て
考
え
る
。
（
三-

（
三
）
） 

 

 
 

 
 

学
習
活
動
と
予
想
さ
れ
る
児
童
の
反
応 

一
、
導
入
を
す
る
。 

 

○
宿
泊
体
験
学
習
で
一
番
心
に
残
っ
た
自
然
は
な
ん
で
す
か
。
ま
た
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。 

二
、
資
料
「
白
峰
の
地
蔵
」
を
読
む
。 

 

○
白
峰
の
人
々
は
地
蔵
の
石
仏
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
願
っ
た
と
思
い
ま
す
か
。 

 
 

・
自
分
や
家
族
の
安
全
や
健
康 

 
 

・
山
の
生
活
で
の
安
心 

 

○
白
峰
の
人
々
に
と
っ
て
，
白
山
の
自
然
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
か
。 

 
 

・
危
険
で
こ
わ
い 

 
 

・
き
び
し
い 

 
 

・
山
の
め
ぐ
み
を
与
え
て
く
れ
る
。 

 
 

・
大
切
な
生
活
の
場 

 
 

・
美
し
い
場
所 

 

「
出
作
り
」
の
人
た
ち
に
と
っ
て
白
山
の
自
然
は
大
切
だ
が
、

き
び
し
く
、
こ
わ
い
も
の
で
も
あ
る
ん
だ
な
。
そ
ん
な
気
持

ち
が
白
峰
の
地
蔵
に
は
こ
め
ら
れ
て
い
る
ん
だ
な
。 

 

三
、
ふ
り
返
り
を
す
る
。 

 
 
 
 

教
師
の
支
援
と
評
価
（
○
） 

 

・
宿
泊
体
験
学
習
で
の
自
然
体
験
を
想
起
さ
せ
、
本
時
の
学
習
内
容
に
関

心
が
も
て
る
よ
う
に
す
る
。 

  

・
地
蔵
に
こ
め
た
願
い
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
で
、
山
中
で
の
く
ら
し
の
不

安
や
心
細
さ
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。 

  

・
白
峰
の
人
々
に
と
っ
て
の
白
山
の
自
然
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
、
人
々

が
山
の
恵
み
を
与
え
ら
れ
る
一
方
で
、
人
間
の
力
を
超
え
た
自
然
へ
の

お
そ
れ
を
感
じ
て
い
た
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

 

・
堤
防
や
柵
で
は
な
く
、
地
蔵
を
置
い
た
理
由
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
、

白
峰
の
人
々
が
白
山
の
自
然
に
人
間
の
力
が
及
ば
な
い
も
の
を
感
じ

て
い
た
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。 

 

・
板
書
を
工
夫
す
る
こ
と
で
、
自
然
に
支
え
ら
れ
る
一
方
で
、
自
然
を
お

そ
れ
る
気
持
ち
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

○
自
然
に
対
す
る
畏
敬
の
念
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
。
（
発

言
・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
） 

  

・
自
然
と
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
、
ふ
り
返
り
を
さ
せ
る
こ
と
で
、
自
分

な
り
に
人
間
の
在
り
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。 

時
間

五 

  

三
〇

             

一
〇

 



 

第
二
次 

心
に
残
っ
た
自
然
を
紹
介
し
よ
う
（
一
時
間
） 

 

ね
ら
い 

心
に
残
っ
た
自
然
を
紹
介
し
合
い
、
自
然
に
対
す
る
思
い
や
考
え
を
深
め
る
。
（
三-

（
二
）） 

 

 
 

 
 

学
習
活
動
と
予
想
さ
れ
る
児
童
の
反
応 

一
、
前
時
を
ふ
り
返
る
。 

 

二
、
こ
れ
ま
で
に
、
心
に
残
っ
た
自
然
に
つ
い
て
聞
き
合
う
。 

 

○
グ
ル
ー
プ
で
聞
き
合
う
。 

 
 

・
同
じ
よ
う
な
体
験
を
し
て
い
る
ん
だ
な
。 

 
 

・
そ
れ
ぞ
れ
に
心
に
残
っ
た
自
然
は
ち
が
う
ん
だ
な
。 

 
 

・
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
も
自
然
の
す
ば
ら
し
さ
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
な
。 

 
 

・
同
じ
自
然
で
も
、
感
じ
る
気
持
ち
は
違
う
ん
だ
な
。 

 

○
全
体
で
聞
き
合
う
。 

    

三
、
ふ
り
返
り
を
す
る
。 

 

 
 
 
 

教
師
の
支
援
と
評
価
（
○
） 

 

・
前
時
の
子
ど
も
た
ち
の
ふ
り
返
り
の
記
述
の
一
部
を
紹
介
し
、
本
時
の

学
習
に
対
す
る
関
心
を
高
め
る
。 

 

・
あ
ら
か
じ
め
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
使
っ
て
、
絵
や
写
真
、
文
で
自
分
が
心

に
残
っ
た
自
然
に
つ
い
て
記
述
さ
せ
、
生
活
班
の
友
だ
ち
に
紹
介
で
き

る
よ
う
に
す
る
。 

 

・
一
人
一
人
の
発
表
す
る
自
然
に
対
し
て
、
考
え
や
思
い
を
コ
メ
ン
ト
と

し
て
書
か
せ
る
こ
と
で
、
聞
き
手
が
発
表
に
対
し
て
関
心
を
高
め
ら
れ

る
よ
う
に
す
る
。 

 

・
グ
ル
ー
プ
の
中
で
、
共
感
の
多
い
自
然
体
験
に
つ
い
て
代
表
の
発
表
者

を
選
ば
せ
る
こ
と
で
、
自
然
に
対
す
る
友
だ
ち
の
考
え
や
思
い
と
自
分

の
考
え
を
比
較
で
き
る
よ
う
に
す
る
。 

 

・
発
表
す
る
自
然
に
対
し
て
、
考
え
や
思
い
を
書
か
せ
る
こ
と
で
聞
き
手

が
発
表
に
対
し
て
関
心
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。 

  

・
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
ふ
ま
え
て
、
学
習
感
想
を
書
か
せ
る
こ
と
で
、
自

分
の
自
然
に
対
す
る
考
え
の
深
ま
り
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
。 

○
自
分
な
り
に
、
人
間
と
自
然
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た

か
。
（
発
言
・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
） 

時
間

五 

 

三
五

          

五 

 



 

 
六
―
五 

実
践
を
通
し
て
の
考
察 

  

第
一
次
で
は
、
資
料
「
白
峰
の
地
蔵
」
を
通
し
て
、
本
村
を
遠
く
離
れ
た
山
中
に

家
や
小
屋
を
作
り
生
活
を
し
た
、「
出
作
り
」
の
人
々
の
山
中
の
地
蔵
へ
の
祈
り
に
込

め
た
願
い
を
想
像
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
は
白
峰
の
人
々
が
白
山
の
自
然
に
対

し
て
「
畏
敬
の
念
」
を
抱
い
て
い
た
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
厳
し

い
自
然
の
中
で
、
畏
れ
を
抱
き
な
が
ら
も
懸
命
に
生
き
る
姿
を
想
像
し
、
人
間
と
「
自

然
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
自
分
の
思
い
や
考
え
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思

う
。 

 

授
業
を
終
え
て
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
よ
る
ふ
り
返
り
に
は
、 

  

・
人
間
は
自
然
と
比
べ
る
と
す
ご
く
小
さ
い
か
ら
、
自
然
は
す
ご
い
と
思
っ
た
。 

 

・
人
間
と
自
然
の
関
係
は
、
自
然
は
い
い
こ
と
が
あ
る
け
ど
、
災
害
が
あ
っ
た
り

し
て
、
人
間
は
そ
れ
に
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
地
蔵
を
た
て
た
こ
と

が
分
か
っ
た
。 

 

・
人
間
と
自
然
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
は
、
人
間
は
自
然
を
た
よ
っ
て
い
る
か
ら

大
事
な
ん
だ
と
考
え
ま
し
た
。 

 

・
人
間
に
と
っ
て
も
自
然
は
こ
わ
い
も
の
だ
け
ど
、
人
に
と
っ
て
は
大
切
な
も
の
。 

 

・
自
然
は
き
び
し
い
、
こ
わ
い
、
危
険
だ
け
ど
、
白
峰
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
と

て
も
大
事
な
か
け
が
え
の
な
い
も
の
。
自
然
が
な
か
っ
た
ら
人
間
は
生
き
て
い

け
な
い
と
思
い
ま
し
た
。 

 

・
自
然
は
美
し
く
、
キ
レ
イ
だ
け
ど
、
こ
わ
く
き
び
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
で
も
、

人
間
は
そ
れ
を
大
切
に
し
な
が
ら
必
要
と
し
て
い
る
。
す
ご
い
関
係
だ
な
と

思
っ
た
。 

 

と
い
っ
た
記
述
が
見
ら
れ
、
「
自
然
」
に
比
し
て
の
人
間
の
卑
小
さ
と
と
も
に
、
「
畏

敬
の
念
」
を
抱
き
な
が
ら
「
自
然
」
と
共
に
生
き
る
こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
の
子

ど
も
た
ち
の
気
付
き
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 

第
二
次
で
は
、
こ
れ
ま
で
子
ど
も
た
ち
が
体
験
し
た
自
然
を
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を

利
用
し
て
絵
や
写
真
、
文
章
を
使
い
友
だ
ち
に
紹
介
す
る
活
動
を
行
っ
た
。 

 

子
ど
も
た
ち
か
ら
は
、
宿
泊
体
験
で
触
れ
た
白
山
の
自
然
だ
け
で
な
く
、
家
族
と

の
旅
行
で
見
た
自
然
の
風
景
や
、
動
植
物
な
ど
、
多
様
な
自
然
体
験
が
発
表
さ
れ
た
。

そ
の
中
に
は
、
美
し
い
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
動
物
の
死
な
ど
も
紹
介
さ
れ
、
前
時

で
気
付
か
さ
れ
た
自
然
の
厳
し
さ
や
こ
わ
さ
に
結
び
付
く
自
然
体
験
も
含
ま
れ
て
い

た
。
そ
う
し
た
自
然
体
験
の
発
表
に
対
し
て
、
聞
き
手
と
な
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、

自
身
の
体
験
と
比
べ
な
が
ら
共
感
的
に
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。 

 

ま
た
、
授
業
後
、
「
自
分
と
同
じ
気
持
ち
だ
っ
た
子
が
た
く
さ
ん
い
た
よ
。
」
と
私

に
教
え
て
く
れ
る
子
も
お
り
、
自
分
の
発
表
に
対
し
て
書
い
て
も
ら
っ
た
コ
メ
ン
ト

を
読
ん
で
、
同
様
の
自
然
体
験
を
通
し
て
自
分
と
同
じ
よ
う
な
感
情
を
も
つ
友
だ
ち

の
存
在
に
、
勇
気
付
け
ら
れ
た
子
も
見
ら
れ
た
。
反
対
に
、
同
様
の
自
然
体
験
を
し

て
い
な
が
ら
違
う
感
情
を
も
つ
友
だ
ち
の
コ
メ
ン
ト
を
読
ん
だ
子
は
、
自
然
体
験
に

対
す
る
感
じ
方
は
人
に
よ
っ
て
違
う
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
。 

 

本
実
践
を
通
し
て
、
地
蔵
信
仰
と
い
う
具
体
的
な
「
信
仰
」
の
姿
か
ら
、
地
蔵
へ

の
祈
り
に
込
め
た
宗
教
的
な
感
情
の
意
味
を
子
ど
も
た
ち
は
考
え
て
い
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
洞
察
か
ら
、
翻
っ
て
子
ど
も
た
ち
は
有
限
で
卑
小
な
存
在
で
あ
る
人
間
と
「
自

然
」
の
関
係
を
問
い
直
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
人
間
存
在

の
有
限
さ
の
自
覚
が
か
え
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
を
人
の
生
や
死
に
注
目
さ
せ
、
人
間

の
生
の
意
味
に
つ
い
て
の
探
求
を
子
ど
も
た
ち
に
促
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
学

校
教
育
に
お
い
て
子
ど
も
た
ち
が
「
宗
教
的
な
も
の
」
を
考
え
る
こ
と
は
、
そ
の
よ

う
な
意
義
と
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。 

  
 
 

七
、
お
わ
り
に 

  

「
宗
教
的
な
も
の
」
が
社
会
、
そ
し
て
個
人
に
果
た
す
役
割
を
否
定
す
る
こ
と
は



 

で
き
な
い
。 

 

二
〇
〇
四
年
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ラ
ッ
ツ
ィ
ン
ガ
ー

（
現
ロ
ー
マ
教
皇
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
）
と
の
討
論
会
（
一
五
）

で
の
講
演
に
お
い

て
、
「
宗
教
」
か
ら
学
ぶ
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
た
よ
う
に
（
一
六
）
、
世
俗
化
の
進
ん

だ
現
代
に
お
い
て
も
な
お
、「
宗
教
」
は
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
善
き
生
活
の
指
針
と

な
っ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
科
学
技
術
の
発
展
と
合
理
主
義
の
浸
透
に
よ
っ
て
「
宗
教
」
の
社
会
的
な

影
響
力
は
全
般
的
に
は
後
退
し
て
い
る
と
は
言
え
、
現
在
の
教
育
基
本
法
に
、
異
文

化
理
解
を
主
な
目
的
と
し
て
「
宗
教
に
関
す
る
一
般
的
な
教
養
」
が
尊
重
さ
れ
る
こ

と
が
付
け
加
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
世
界
中
の
文
化
の
基
盤
と
し
て
「
宗
教
」
は
依
然
、

人
々
の
生
活
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
昨
今
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
紛
争
や
テ

ロ
に
も
、
少
な
か
ら
ず
「
宗
教
」
が
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
現
代
の

教
育
に
お
い
て
も
「
宗
教
的
な
も
の
」
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
さ

ら
に
言
え
ば
、
あ
る
共
同
体
に
お
け
る
「
信
仰
」
に
よ
る
正
当
性
の
確
信
が
、
時
に

集
団
的
な
独
善
と
な
っ
て
、
他
の
共
同
体
や
文
化
圏
の
人
々
に
対
し
て
「
暴
力
」
と

し
て
表
れ
た
歴
史
を
真
摯
に
ふ
り
返
る
の
な
ら
、
学
校
教
育
で
扱
わ
れ
る
「
宗
教
的

な
も
の
」
は
、
批
判
的
な
観
点
も
含
め
て
、
客
観
的
な
視
点
か
ら
子
ど
も
た
ち
が
洞

察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

 

実
際
に
私
た
ち
は
、
日
常
的
な
生
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
「
宗
教
的
な
も
の
」
と
か

か
わ
っ
て
い
る
。
学
校
教
育
に
お
い
て
、
「
宗
教
」
を
理
解
し
、
ま
た
、
「
宗
教
的
な

も
の
」
を
通
し
て
人
間
の
有
限
性
や
卑
小
さ
と
不
可
避
に
結
び
付
く
宗
教
的
な
心
情

に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
る
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
の
人
間
理
解
と
私
た
ち
を
取

り
巻
く
「
自
然
」
と
の
関
係
の
理
解
を
深
め
、
一
方
で
人
間
の
生
に
つ
い
て
の
探
求

を
促
し
、
よ
り
成
熟
し
た
「
人
格
の
完
成
」
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 

注 （
一
）
小
中
学
校
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、
道
徳
の
時
間
に
指
導
さ
れ
る
内
容
項
目
は
、

一 

主
と
し
て
自
分
自
身
に
関
す
る
こ
と
、
二 

主
と
し
て
他
の
人
と
の
か
か
わ
り

に
関
す
る
こ
と
、
三 

主
と
し
て
自
然
や
崇
高
な
も
の
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ

と
、
四 

主
と
し
て
集
団
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
、
の
四
つ
の
視
点

に
分
類
整
理
さ
れ
て
い
る
。 

（
二
）
戦
時
期
に
は
当
時
の
「
宗
教
的
情
操
」
教
育
が
、
結
果
と
し
て
天
皇
制
に
基
づ
く

国
家
神
道
体
制
を
強
化
し
、
国
家
主
義
に
大
き
く
寄
与
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
、

そ
の
た
め
、
戦
前
・
戦
中
の
「
宗
教
的
情
操
」
教
育
と
連
続
し
て
い
る
と
さ
れ
る
現

在
の
「
畏
敬
の
念
」
の
道
徳
指
導
に
は
疑
念
と
警
戒
の
目
が
向
け
ら
れ
、
そ
の
在
り

方
に
つ
い
て
は
今
も
な
お
、
議
論
が
続
い
て
い
る
。 

（
三
）
宗
教
に
関
す
る
教
育 

○
宗
教
に
関
す
る
寛
容
の
態
度
や
知
識
、
宗
教
の
持
つ
意
義
を
尊
重
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、
そ
の
旨
を
適
切
に
規
定
す
る
こ
と
が
適
当
。 

○
国
公
立
学
校
に
お
け
る
特
定
の
宗
教
の
た
め
の
宗
教
教
育
や
宗
教
的
活
動
の

禁
止
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
規
定
す
る
こ
と
が
適
当
。 

 

・
教
育
と
宗
教
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
、
「
宗
教
に
関
す
る
寛
容
の

態
度
の
育
成
」、「
宗
教
に
関
す
る
知
識
と
、
宗
教
の
持
つ
意
義
の
理
解
」
、「
宗
教

的
情
操
の
涵
養
」
、「
特
定
の
宗
教
の
た
め
の
宗
教
教
育
」
と
い
っ
た
側
面
に
分
け

て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

・
憲
法
に
定
め
る
信
教
の
自
由
を
重
ん
じ
、
宗
教
を
信
ず
る
、
又
は
信
じ
な
い
こ
と

に
関
し
て
、
ま
た
宗
教
の
う
ち
一
定
の
宗
派
を
信
ず
る
、
又
は
信
じ
な
い
こ
と
に

関
し
て
、
寛
容
の
態
度
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
教
育
に
お
い
て
尊

重
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

 

・
宗
教
は
、
人
間
と
し
て
ど
う
在
る
べ
き
か
、
与
え
ら
れ
た
命
を
ど
う
生
き
る
か
と

い
う
個
人
の
生
き
方
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会
生
活
に
お
い
て

重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
人
類
が
受
け
継
い
で
き
た
重
要
な
文
化
で
あ



 

る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
の
意
義
を
客
観
的
に
学
ぶ
こ
と
は
大
変
重
要
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
国
際
関
係
が
緊
密
化
・
複
雑
化
す
る
中
に
あ
っ
て
、
他
の
国
や
地
域
の
文

化
を
学
ぶ
上
で
、
そ
の
背
後
に
あ
る
宗
教
に
関
す
る
知
識
を
理
解
す
る
こ
と
が
必

要
と
な
っ
て
い
る
。 

 

・
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
、
国
公
立
の
学
校
に
お
い
て
は
、
現
行
法
の
特
定
の
宗
教

の
た
め
の
宗
教
教
育
を
禁
止
す
る
規
定
（
第
九
条
第
二
項
）
を
拡
大
し
て
解
釈
す

る
傾
向
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
宗
教
に
関
す
る
知
識
や
宗
教
の
意
義
が
適
切
に

教
え
ら
れ
て
い
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
憲
法
の
規
定
す
る
信
教
の

自
由
や
政
教
分
離
の
原
則
に
十
分
配
慮
し
た
上
で
、
教
育
に
お
い
て
、
宗
教
に
関

す
る
寛
容
の
態
度
や
知
識
、
宗
教
の
持
つ
意
義
を
尊
重
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、

そ
の
旨
を
適
切
に
規
定
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
国
公
立
学
校
に
お
い
て
、
特
定
の
宗
教
の
た
め
の
宗
教
教
育
や
宗
教
的
活

動
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
規
定
す
る
こ
と
が
適
当

で
あ
る
。 

 

・
人
格
の
形
成
を
図
る
上
で
、
宗
教
的
情
操
を
は
ぐ
く
む
こ
と
は
、
大
変
重
要
で
あ

る
。
現
在
、
学
校
教
育
に
お
い
て
、
宗
教
的
情
操
に
関
連
す
る
教
育
と
し
て
、
道

徳
を
中
心
と
す
る
教
育
活
動
の
中
で
、
様
々
な
取
組
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
今
後
そ
の
一
層
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
宗
教
に
関
す
る
教
育
の
充
実
を
図
る
た
め
、
今
後
、
教
育
内
容
や
指
導
方

法
の
改
善
、
教
材
の
研
究
・
開
発
な
ど
に
つ
い
て
専
門
的
な
検
討
を
行
う
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。 

（
第
二
章 

新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
基
本
法
の
在
り
方
に
つ
い
て
） 

（
四
）
二
〇
〇
三
年
二
月
十
日
中
央
教
育
審
議
会
第
二
十
五
回
基
本
問
題
部
会 

（
五
）
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
、
「
宗
教
」
の
関
係
団
体
と
し
て
財
団
法
人
日
本
宗
教
連
盟
理

事
長
の
新
田
邦
夫
も
「
文
化
や
伝
統
や
倫
理
意
識
の
深
層
に
あ
っ
て
、
人
間
の
営
み

の
基
盤
を
形
成
し
て
い
る
宗
教
的
部
分
に
目
を
向
け
さ
せ
る
」、
「
宗
教
文
化
教
育
」

の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
（
二
〇
〇
三
年
一
月
二
十
二
日
、
第
二
十
二
回
基
本
問

題
部
会
） 

（
六
）
二
〇
〇
三
年
二
月
十
七
日
中
央
教
育
審
議
会
第
二
十
六
回
基
本
問
題
部
会 

（
七
）
カ
ン
ト
が
示
し
た
「
崇
高
」
の
分
析
は
、
対
象
を
自
然
に
限
定
し
て
お
り
、
「
数

学
的
崇
高
」
は
一
切
の
比
較
を
絶
し
て
絶
対
的
に
大
な
る
も
の
。
「
力
学
的
崇
高
」

は
人
間
の
能
力
が
到
底
匹
敵
で
き
な
い
威
力
を
も
つ
恐
怖
す
べ
き
も
の
。 

（
八
）
例
え
ば
、
「
コ
ロ
ナ
の
輝
き
」（
木
暮
正
夫
作
、
文
溪
堂
五
年
）
、
「
未
知
の
世
界
、

深
海
」（
さ
と
う
た
か
こ
作
、
光
村
図
書
五
年
）
、「
カ
リ
ブ
ー
の
旅
」（
星
野
道
夫
作
、

日
本
標
準
五
年
）
、
な
ど
。 

（
九
）
本
文
の
よ
う
に
、「
雪
ウ
サ
ギ
」
（
『
中
学
校
読
み
物
資
料
と
そ
の
利
用
―
「
主
と

し
て
自
然
や
崇
高
な
も
の
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
』、
文
部
科
学
省
、
一
九

九
三
年
）
に
は
、
厳
し
い
山
の
自
然
に
生
き
る
「
健
じ
い
」
の
素
朴
な
山
へ
の
信
仰

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、「
コ
タ
ン
に
生
き
る
」（
朝
日
新
聞
ア
イ
ヌ
民

族
取
材
班
、
日
本
標
準
六
年
）
で
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
人
々
が
、
人
間
の
力
の
及
ば

な
い
も
の
、
生
き
る
た
め
に
必
要
な
も
の
す
べ
て
を
「
カ
ム
イ
（
神
）
」
と
し
て
敬
っ

て
い
た
こ
と
が
題
材
と
さ
れ
て
い
る
。 

（
十
）
同
じ
く
、
「
道
徳
的
使
命
」
か
ら
困
難
に
立
ち
向
か
う
人
間
の
心
や
行
為
の
う
ち

に
見
ら
れ
る
「
献
身
」、「
自
己
犠
牲
」
と
し
て
の
「
崇
高
な
も
の
」
を
描
い
た
も
の

と
し
て
、
例
え
ば
「
マ
ザ
ー
＝
テ
レ
サ
」
（
沖
守
弘
作
、
光
村
図
書
六
年
）
や
、「
ひ

さ
の
星
」
（
斉
藤
隆
介
作
、
教
育
出
版
六
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

（
一
一
）
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
（
一
九
一
七
）
は
、
「[

…]

つ
ま
り
崇
高
の
感
情
は
類

似
性
に
よ
り
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
の
感
情
と
密
接
に
結
び
付
く
の
で
あ
り
、
後
者
を
「
刺
激

す
る
」
の
に
向
い
て
い
る
の
と
同
時
に
、
後
者
に
よ
っ
て
刺
激
さ
れ
も
し
、
後
者
に

「
移
行
す
る
」
こ
と
も
あ
れ
ば
、
自
ら
の
中
に
後
者
を
移
行
さ
せ
、
共
鳴
さ
せ
る
こ

と
も
で
き
る
、
と
い
う
関
係
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
」
（
邦
訳
、p

.99

）
と
、
「
崇
高
」

感
情
と
宗
教
的
感
情
の
親
近
性
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
宗
教
的
感
情
は
審
美
的
な
感

情
で
は
な
い
と
し
て
区
別
し
て
い
る
。 

（
一
二
）
作
成
し
た
読
み
物
資
料
は
、
小
倉
学
（
一
九
七
三
、
一
九
八
二
）
に
よ
る
白
山



 

ろ
く
の
地
蔵
信
仰
に
つ
い
て
の
調
査
報
告
文
を
も
と
に
し
て
い
る
。 

（
一
三
）
仏
教
で
、
苦
し
む
人
々
を
救
う
と
さ
れ
る
菩
薩 

（
一
四
）
昭
和
九
年
七
月
十
一
日
、
白
峰
村
の
多
く
の
集
落
が
水
没
し
、
土
石
流
の
た
め

白
山
温
泉
や
市
ノ
瀬
集
落
は
お
よ
そ
二
十
ｍ
の
土
砂
の
下
に
埋
ま
っ
た
。 

（
一
五
）
二
〇
〇
四
年
一
月
十
九
日
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
お
い
て
「
自
由
な
国
家
に
お
け
る

政
治
以
前
の
道
徳
的
基
盤
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
行
わ
れ
た
。 

（
一
六
）
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
（
二
〇
〇
五
）
は
こ
の
講
演
で
、
哲
学
が
宗
教
的
伝
統
に
学
ぶ

理
由
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
 

 
 

「
ポ
ス
ト
形
而
上
学
的
思
考
は
、
良
き
生
活
、
模
範
的
生
活
に
つ
い
て
人
を
導

く
は
っ
き
り
と
し
た
概
念
と
は
無
縁
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
ポ
ス
ト
形
而
上

学
的
思
考
と
反
対
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
聖
典
や
宗
教
的
伝
統
に
お
い
て
は
、
堕
落
と
救

済
、
汚
れ
き
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
た
人
生
か
ら
救
わ
れ
て
離
脱
す
る
と
い
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
の
直
観
が
何
千
年
に
わ
た
っ
て
精
妙
に
語
ら
れ
続
け
、
さ
ら
に
は
解
釈

を
通
じ
て
生
き
生
き
と
保
た
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
宗
教
的
共
同
体
の
礼
拝

に
集
う
人
々
の
生
に
お
い
て
は
、
ド
グ
マ
主
義
と
良
心
へ
の
強
制
が
避
け
ら
れ
て
い

る
か
ぎ
り
、
他
の
場
所
で
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
無
傷
で
残
っ
て
い
る
こ
と

が
十
分
あ
り
う
る
の
だ
。
［
…
］
」
（
邦
訳
、p
.18

） 
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