
書
評
・
図
書
紹
介

モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所

編

『
総
合
人
間
学
モ
ラ
ロ
ジ
ー
概
論
』

高

瀬

浄

互
敬
の
世
紀
を
ひ
ら
く
道
徳
原
理

本
書
は
編
者
で
あ
る
故
永
安
幸
正
氏
に
お
け
る
遺
書
と
な
っ
た

書
で
あ
る
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
病
床
で
本
書
の
全
体
の
枠
組

み
や
校
正
を
行
わ
れ
た
と
伺
っ
て
い
る
。
し
か
し
誰
も
が
氏
が
逝

去
さ
れ
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
世
の
無
常
さ
を
改
め

て
感
ず
る
。
顧
み
る
に
私
は
氏
が
高
崎
経
済
大
学
で
教
員
を
し
て

い
た
時
以
来
か
ら
の
良
き
研
究
仲
間
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
氏
は
早

稲
田
大
学
へ
移
ら
れ
た
。
さ
ら
に
麗
澤
大
学
の
方
へ
割
愛
さ
れ

た
。
氏
は
麗
澤
大
学
二
代
目
学
長
で
あ
る
廣
池
千
太
郎
先
生
を
心

か
ら
尊
敬
し
て
い
た
。
私
も
氏
の
は
か
ら
い
で
生
前
に
何
度
か
廣

池
千
太
郎
先
生
に
お
会
い
し
た
こ
と
が
あ
る
。
立
派
な
方
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
氏
と
私
の
交
誼
は
三
十
年
以
上
に
及
ん
で
い

る
。
い
ま
改
め
て
い
ろ
い
ろ
と
思
い
返
さ
れ
る
。
氏
は
将
来
期
待

さ
れ
る
経
済
学
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
研
究
者
で
あ
っ
た
だ
け
に
、

惜
し
ま
れ
る
。
今
と
な
れ
ば
た
だ
安
ら
か
に
眠
ら
れ
る
こ
と
を
願

う
の
み
で
あ
り
、
ご
冥
福
を
心
か
ら
申
し
あ
げ
る
。

１

本
書
の
構
成
と
内
容

さ
て
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
本
書
の
冒
頭
で

「
人
間
は
つ
ね
に
幸
福
を
求
め
て
生
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と

述
べ
て
お
り
、
そ
の
幸
福
と
は
広
範
か
つ
多
様
な
内
容
を
も
つ
言

葉
で
あ
る
が
、
そ
の
最
大
公
約
数
的
な
幸
福
感
は
本
書
に
よ
る
と

「
安
心
・
平
和
・
希
望
・
喜
び
」
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
本
書
の
課
題
は
「
人
類
の
生
存
・
発
達
・
安
心
・
平

和
・
幸
福
か
ら
な
る
究
極
の
善
」（
倫
理
道
徳
）
の
研
究
に
あ
る
。

そ
の
ほ
か
本
書
に
よ
る
と
「
モ
ラ
ロ
ジ
ー
と
は
、
か
か
る
精
神
の

中
心
で
働
く
も
の
を

品
性

と
名
づ
け
、
そ
の
品
性
の
内
容
と
働

き
を
理
解
し
、
さ
ら
に
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
な
課
題
で

あ
る
」
と
さ
れ
る
。
そ
の
趣
旨
に
し
た
が
っ
て
本
書
は
以
下
で
示

す
よ
う
に
、
基
礎
編
（
１
〜
４
章
）
と
実
践
編
（
５
〜
10
章
）
か

ら
な
る
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
構
成
と
そ
の
主
要
目
次

基
礎
編



第
１
章

倫
理
道
徳
の
め
ざ
す
も
の

は
じ
め
に

１

人
類
の
生
活
と
道
徳

２

人
類
共
通
の
倫
理
道
徳

３

こ
れ
か
ら
の
倫
理
道
徳

４

道
徳
実
行
の
根
本
精
神

第
２
章

人
間
力
と
品
性
の
向
上

は
じ
め
に

１

人
間
存
在
の
実
相

２

人
間
力
を
つ
く
る
も
の

３

品
性
｜
善
を
生
み
出
す
根
本
力

４

生
と
死
を
巡
っ
て

第
３
章

道
徳
共
同
体
を
つ
く
る

は
じ
め
に

１

交
響
す
る
生
命
と
文
化

２

相
互
扶
助
と
公
共
精
神

３

人
類
社
会
の
基
礎
共
同
体

４

祖
国
愛
と
人
類
愛

第
４
章

普
通
道
徳
か
ら
最
高
道
徳
へ

は
じ
め
に

１

倫
理
道
徳
の
進
化

２

求
め
ら
れ
る
最
高
道
徳

３

倫
理
道
徳
の
源
流
を
求
め
て

４

最
高
道
徳
の
広
場
へ

実
践
編

第
５
章

自
我
没
却

第
６
章

正
義
と
慈
悲

第
７
章

義
務
の
先
行

第
８
章

伝
統
報
恩

第
９
章

人
心
の
開
発
救
済

第
10
章

道
徳
実
行
の
因
果
律

付
録廣

池
千
九
郎
の
個
人
史
と
モ
ラ
ロ
ジ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て

廣
池
千
九
郎
略
伝
｜
道
徳
の
研
究
と
実
行
へ
の
歩
み

本
書
は
以
上
の
よ
う
な
構
成
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
以

下
、
本
書
全
体
の
方
向
性
と
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
紙
幅
の
範
囲
で

取
り
あ
げ
て
み
る
。
ま
ず
編
者
は
現
代
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。「
現
代
と
は
、
科
学
技
術
が

発
展
し
、
人
々
の
価
値
観
が
変
化
し
、
人
類
社
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル

化
が
進
み
、
そ
れ
と
関
連
し
て
新
た
な
課
題
が
発
生
す
る
」
し
、

「
中
で
も
、
す
べ
て
の
生
き
物
の
生
存
を
脅
か
す
地
球
環
境
問
題

は
、
今
後
の
世
界
に
と
っ
て
最
も
根
本
的
な
課
題
で
あ
る
」
と
考

え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
こ
の
よ
う
な
時
代
を
迎
え
て
、
人
間

の
目
的
と
す
る
善
の
内
容
は
い
っ
そ
う
地
球
規
模
の
へ
と
拡
大
さ

せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
す
る
。
そ
の
結
果
「
現
代
は
、
共
生
と
い

モラロジー研究 No.61,2008



う
考
え
方
が
、
人
間
の
基
本
原
理
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も

の
に
な
る
」。
そ
れ
に
対
応
す
る
方
法
と
し
て
差
し
当
た
り
国
連

レ
ベ
ル
で
の
「
持
続
的
発
展
」
や
「
人
間
の
安
全
保
障
」
な
ど
が

注
目
さ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
「
国
家
を
守
る
国
防
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
意
味
の

安
全
保
障
と
と
も
に
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間
が
、
飢
餓
や
病
気
、

貧
困
や
教
育
の
不
足
な
ど
の
問
題
を
乗
り
越
え
、
自
由
な
機
会
を

得
て
人
間
と
し
て
の
能
力
を
開
発
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
人

類
全
体
が
協
力
し
て
保
障
し
合
う
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方

か
ら
な
る
。
そ
れ
だ
け
に
国
家
の
枠
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

一
人
ひ
と
り
の
人
間
に
つ
い
て
の
生
命
の
安
全
を
は
じ
め
、
基
本

的
人
権
の
保
障
を
図
る
相
互
依
存
、
相
互
扶
助
の
立
場
が
見
直
し

を
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
の
課
題
意
識
で
あ
る
「
倫
理
道

徳
」
も
当
然
、
そ
の
立
場
か
ら
考
察
さ
れ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
線

か
ら
個
人
の
次
元
に
い
た
る
ま
で
幅
広
い
展
開
が
試
み
ら
れ
る
。

換
言
す
る
な
ら
現
代
と
い
う
視
点
を
ま
さ
に
現
代
世
界
と
い
う
視

野
か
ら
考
察
し
て
お
り
、
そ
れ
が
本
書
の
特
色
の
一
端
を
浮
き
彫

り
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
を
最
初
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

だ
が
そ
の
半
面
、
現
代
世
界
の
不
可
避
的
な
文
明
の
逆
説
と
し

て
捉
え
ら
れ
る
現
代
の
科
学
技
術
の
最
た
る
も
の
は
核
問
題
や
ミ

サ
イ
ル
兵
器
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
人
の

命
を
助
け
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
人
命
を
奪
う
殺
戮
兵
器
と
な

っ
て
い
る
の
が
現
実
的
で
は
な
い
か
。
二
十
世
紀
に
起
こ
っ
た
人

間
の
大
量
殺
戮
が
二
十
一
世
紀
に
よ
り
大
規
模
な
形
で
起
こ
る
可

能
性
す
ら
否
定
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
は
そ
れ
に

関
し
て
直
接
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
現
代
世
界
の
分
析
す
る
上

で
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
し
た
上
で
現
代
の
文
明
社
会
は
ゆ
っ

た
り
し
た
時
間
的
流
れ
が
失
わ
れ
、
非
常
に
加
速
化
し
て
お
り
、

社
会
の
強
さ
と
弱
さ
が
同
居
し
、
喪
失
と
獲
得
と
が
葛
藤
す
る
世

界
へ
と
変
容
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
点
に
な
る
と
「
文
化
文
明
問

題
」（
文
化
の
矮
小
化
と
文
明
の
肥
大
化
に
よ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
）

へ
の
対
応
な
ど
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
の
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ

ア
リ
テ
ィ
を
み
て
も
自
然
か
ら
離
れ
た
人
間
の
精
神
上
の
仮
想
空

間
の
発
達
は
右
の
脳
よ
り
左
の
脳
が
主
導
し
、
人
間
自
身
よ
り
も

無
気
質
的
な
存
在
に
向
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
ど
う
対
応
す
る

か
が
問
わ
れ
る
。

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
現
代
の
モ
ノ
の
豊
か
な
社
会
問
題
と
し
て
モ

ノ
よ
り
心
の
問
題
、
あ
る
い
は
現
代
科
学
（
近
代
知
の
世
界
）
を

超
え
る
上
で
む
し
ろ
「
倫
理
や
宗
教
」
な
ど
が
再
浮
上
し
て
く
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
点
を
如
何
に
透
視
す
る
か
、
本
書

が
ま
さ
に
「
倫
理
道
徳
」
を
提
唱
す
る
所
以
で
も
あ
ろ
う
。
た
だ

気
に
な
る
の
は
そ
の
歴
史
的
潮
流
が
直
線
的
な
流
れ
に
よ
る
も
の

で
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。
多
様
化
す
る
中
で
時
間
の
流
れ
も
多
層

化
し
、
疑
念
が
残
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
秘
め
な
が
ら
本
書
の
内
容
を
以



下
で
紹
介
し
考
え
て
み
る
。

２

本
書
の
倫
理
道
徳
観
と
そ
の
展
開

生
命
・
自
然
・
未
来

そ
の
意
味
で
本
書
の
中
心
課
題
は
「
倫
理
道
徳
」
観
を
巡
る
問

題
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
あ
ら
ゆ
る
諸
々
の
現
象
を
そ
こ
へ
向

け
て
ど
う
絞
り
込
ん
で
い
く
か
が
問
わ
れ
る
。
本
書
に
よ
る
と

「
地
球
上
の
す
べ
て
の
存
在
は
、
互
い
に
密
接
に
関
係
し
合
っ
て

い
ま
す
。
例
え
ば
、
私
た
ち
が
呼
吸
す
る
酸
素
は
植
物
か
ら
供
給

さ
れ
ま
す
し
、
必
要
と
す
る
穀
物
、
野
菜
、
卵
、
肉
な
ど
の
食
物

は
、
も
と
も
と
地
上
に
育
ち
、
川
や
海
に
生
息
し
て
い
る
生
き
物

で
す
。
他
の
多
く
の
生
き
物
も
、
複
雑
な
食
物
連
鎖
で
む
す
ば
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
私
た
ち
人
間
は
、
社
会
を
構
成
し
、
ほ
と
ん

ど
の
生
活
必
需
品
を
空
間
的
に
広
範
囲
に
住
む
他
の
人
々
か
ら
得

る
と
と
も
に
、
時
間
的
な
広
が
り
の
中
で
、
過
去
や
未
来
と
も
複

雑
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
事
実
を
見
つ
め
る
と
、

結
局
、
私
た
ち
は
全
地
球
的
な
規
模
の
相
互
依
存
、
相
互
扶
助
に

よ
る
ほ
か
生
き
ら
れ
な
い
事
実
か
ら
、
倫
理
や
道
徳
と
公
共
性
の

問
題
が
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
。

し
か
も
そ
の
さ
い
本
書
に
よ
る
と
、
倫
理
道
徳
を
捉
え
る
上
で

「
求
め
ら
れ
る
善
は
、
個
人
的
側
面
と
公
的
側
面
か
ら
成
り
立
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
個
人
的
側
面
の
善
は
、
こ
れ
を

私
的
善

と
呼

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
的
善
と
い
う
の
は
、
個
人
の
生
活
領
域

つ
ま
り
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
し
て
の
善
で
あ
っ
て
、
自
分
自
身
が
感

じ
る
安
心
、
希
望
、
喜
び
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
条
件
、
健
康
や

さ
ま
ざ
ま
な
能
力
、
経
験
、
知
恵
、
仕
事
、
物
的
資
産
、
家
族
が

あ
り
、
さ
ら
に
人
間
関
係
、
社
会
的
地
位
や
信
用
な
ど
が
加
わ
り

ま
す
。
健
康
に
留
意
し
、
能
力
や
経
験
を
生
か
し
て
仕
事
に
励
む

こ
と
は
、
こ
の
私
的
善
を
高
め
る
」
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
さ

れ
る
。

も
う
一
つ
の
「
公
共
的
側
面
の
善
は
、

公
共
善

と
呼
ぶ
こ
と

が
で
き
ま
す
。
公
共
善
と
は
、
個
人
の
領
域
を
こ
え
て
他
の

人
々
、
さ
ら
に
は
社
会
全
体
に
関
わ
る
善
で
す
。
…
…
ま
た
公
共

善
は
人
類
の
生
存
基
盤
で
あ
る
大
気
や
土
地
を
は
じ
め
と
す
る
自

然
、
法
律
や
制
度
、
歴
史
を
経
て
積
み
重
ね
ら
れ
た
言
葉
、
知

識
、
科
学
、
技
術
、
文
化
、
同
朋
感
情
な
ど
多
様
な
物
か
ら
な
っ

て
い
ま
す
。
国
家
や
国
連
に
よ
る
安
全
保
障
や
治
安
な
ど
は
、
国

家
的
、
世
界
的
な
規
模
で
の
公
共
善
で
あ
り
、
さ
ら
に
地
球
規
模

の
保
全
と
人
間
の
安
全
保
障
は
地
球
的
規
模
の
公
共
善
と
言
え
よ

う
。
こ
う
し
た
公
共
善
を
具
体
的
な
形
で
示
す
も
の
が
公
共
財
で

あ
っ
て
、
政
治
、
経
済
、
外
交
、
教
育
、
医
療
や
年
金
、
福
祉
に

関
わ
る
法
律
や
制
度
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
公
共
財
で
す
。
そ
の
公

共
善
や
公
共
財
を
尊
重
す
る
心
が
公
共
心
で
あ
る
」
と
考
え
ら
れ

る
。そ

れ
ゆ
え
に
私
的
善
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
こ
れ

か
ら
の
倫
理
道
徳
は
、
人
類
の
持
続
的
発
展
と
人
間
の
安
全
保
障

と
い
う
大
勢
に
そ
っ
て
、
精
神
の
喜
び
を
目
指
す
指
針
と
な
り
、
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実
践
す
る
こ
と
」
が
重
要
と
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
グ
ロ
ー

バ
ル
時
代
の
今
日
、
多
様
で
異
な
る
信
仰
、
異
な
る
文
化
、
異
な

る
民
族
の
存
在
を
保
障
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
共
通
道
徳
」（
コ
モ

ン
・
モ
ラ
ル
）
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
面
か
ら
し
て

本
書
は
「
一
貫
し
て
宇
宙
、
天
地
自
然
、
神
や
仏
と
い
う
こ
と
」

が
見
直
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
か
ら
の
モ
ラ
ロ
ジ
ー
は
宗

教
の
一
種
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
も
た
れ
る
が
、
神
と
い
う

言
葉
が
出
て
く
る
と
い
う
面
か
ら
し
て
も
、
そ
れ
は
宗
教
的
色
彩

の
強
い
も
の
が
含
ま
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
モ
ラ
ロ
ジ
ー
と
い
う

こ
と
よ
り
、
む
し
ろ
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
い
っ
た
方
が
適
切
で
は
な

い
か
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
書
名
が
「
総
合
人
間

学
」
を
付
記
し
た
『
総
合
人
間
学
モ
ラ
ロ
ジ
ー
概
論
』
か
ら
な

る
。そ

れ
ゆ
え
に
、
さ
ら
に
「
世
界
史
に
お
い
て
宗
教
の
形
を
と
っ

て
伝
え
ら
れ
活
動
し
て
き
た
も
の
が
、
倫
理
や
道
徳
と
し
て
偉
大

な
働
き
を
示
し
、
人
類
の
幸
福
実
現
に
貢
献
し
て
き
た
こ
と
は
紛

れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
」
と
も
述
べ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
学

問
と
し
て
、
こ
の
事
実
を
無
視
し
排
除
し
て
、
人
類
の
幸
福
を
実

現
す
る
道
を
解
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
誤
り
で
あ
る
」

と
も
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
モ
ラ
ロ
ジ
ー
は
学
問
、
科
学

と
し
て
、
こ
の
歴
史
の
事
実
を
事
実
と
し
て
承
認
し
、
世
界
の
優

れ
た
宗
教
に
お
け
る
信
仰
は
排
除
す
る
こ
と
で
は
な
い
も
の
」
と

考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
モ
ラ
ロ
ジ
ー
は
、
世
界
の
諸
聖
人
に
学

び
、
寛
大
で
円
満
な
信
仰
心
を
根
底
に
置
き
、
人
類
の
現
実
生
活

に
お
い
て
、
安
心
、
平
和
、
幸
福
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
釈
迦
の
系
統
を
引
く
思
想
に
よ
る
と
「
色

即
是
空

空
即
是
色
」
と
い
っ
て
世
の
中
の
人
も
物
事
も
無
常
で

あ
り
、
絶
え
ず
移
り
変
わ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考

え
方
を
変
え
、
心
を
働
か
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
道
徳
と
は

ま
さ
に
人
間
と
し
て
よ
り
よ
い
生
き
方
を
目
指
す
こ
と
に
あ
る
と

さ
れ
る
。

た
だ
し
「
人
間
は
、
善
を
志
向
し
、
の
び
や
か
に
成
長
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
世
の
悪
に
染
ま
っ
た
り
、
こ
れ
く
ら
い

と
油
断
し
て
誘
惑
に
負
け
た
り
、
好
奇
心
や
冒
険
心
か
ら
落
と
し

穴
に
は
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
後
半
生
に
い
た
っ

て
、
社
会
的
地
位
や
権
力
が
上
が
っ
た
た
め
に
、
権
力
を
乱
用
し

て
人
々
に
疎
ん
じ
ら
れ
た
り
、
贈
収
賄
な
ど
の
不
道
徳
を
犯
し
、

能
力
が
高
い
が
ゆ
え
に
か
え
っ
て
心
の
平
安
を
乱
し
た
り
、
不
幸

な
結
果
を
招
い
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な

人
々
は
た
と
え
社
会
に
お
け
る
地
位
が
高
く
と
も
結
局
、
中
国
の

「
論
語
」
に
い
う
小
人
に
す
ぎ
な
い
も
の
だ
と
い
う
。
そ
の
点
で

人
間
は
自
ら
の
品
性
の
向
上
が
常
に
問
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

別
図
の
よ
う
な
「
品
性
の
成
り
立
ち
と
三
つ
の
力
」
が
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
（
図
参
照
）。

本
書
に
よ
る
と
ま
さ
に
「
自
分
の
人
生
は
ロ
ウ
ソ
ク
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
て
、
燃
え
尽
き
る
こ
と
を
通
じ
て
こ
そ
周
囲
を
輝
か



す
」
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、「
今
、
こ
こ
に
」
と
心
に
決
め
て
、

今
を
よ
り
よ
く
生
き
る
こ
と
に
全
力
を
集
中
す
る
こ
と
に
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
人
間
は
「
個
人
の
心
と
社
会
の
中
に
調
和
、
秩

序
、
平
和
を
実
現
す
る
こ
と
」
に
あ
る
。
こ
こ
に
基
礎
論
を
結
ぶ

意
味
で
最
後
に
「
普
通
道
徳
と
最
高
道
徳
」
が
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
人
類
の
歴
史
を
眺
望
す
る
と
、
道
徳
に
は
大
き
く
別
け
て
二

つ
の
存
在
が
あ
り
、
普
通
道
徳
と
最
高
道
徳
が
そ
れ
で
あ
る
。

普
通
道
徳
は
人
類
が
日
常
に
お
け
る
マ
ナ
ー
と
し
て
の
道
徳
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
問
題
は
最
高
道
徳
に
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て

の
指
針
と
し
て
本
書
は
、
世
界
諸
聖
人
の
思
想
や
道
徳
を
あ
げ
て

い
る
。
そ
の
基
礎
に
あ
る
も
の
は
い
わ
ゆ
る
人
間
学
の
問
題
で
は

な
か
ろ
う
か
。
人
は
こ
う
し
て
学
び
思
索
し
、
思
索
し
て
学
ぶ
こ

と
を
繰
り
返
し
な
が
ら
人
間
と
し
て
成
長
し
て
い
く
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、「
人
類
史
に
は
古
代
に

人
類
の
教
師

と
称

え
ら
れ
た
諸
聖
人
が
出
現
し
、
最
高
道
徳
と
い
う
質
の
高
い
倫
理

道
徳
を
開
示
し
ま
し
た
。
そ
の
核
心
は

幸
福
を
得
ん
と
す
れ
ば
、

ま
ず
人
間
と
し
て
の
品
格
を
向
上
せ
よ

と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま

す
。
世
界
諸
聖
人
の
教
え
は
、
救
い
を
含
め
、
人
生
の
意
味
を
実

現
す
る
た
め
の
も
っ
と
も
体
系
的
な
説
明
で
あ
り
、
も
っ
と
も
有

効
な
実
践
道
徳
で
す
。
飛
躍
の
た
め
の
後
退
は
前
進
の
た
め
の
常

道
で
あ
り
、
未
来
創
造
の
源
泉
は
、
温
故
知
新
、
歴
史
か
ら
の
学

習
に
あ
り
ま
す
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
本
書
は
そ
の
世
界
諸
聖
人
と

し
て
孔
子
、
釈
迦
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
イ
エ
ス
な
ど
や
古
代
聖
人
、

ム
ハ
ン
マ
ド
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。

本
書
は
さ
ら
に
こ
の
最
高
道
徳
に
向
け
て
「
自
我
没
却
」
の
必

要
性
も
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
個
性
が
多
様
で
あ
る
こ
と
が
、

人
間
の
社
会
に
豊
か
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
自

己
自
身
の
発
展
を
阻
害
す
る
と
い
う
共
通
の
問
題
を
抱
え
込
ん
で

い
る
も
の
で
あ
る
。
私
た
ち
の
生
命
力
や
精
神
に
は
、
自
我
つ
ま

り
自
己
中
心
性
と
い
う
性
質
が
染
み
込
ん
で
お
り
、
自
分
の
中
に

恵
ま
れ
て
い
る
善
に
向
か
う
無
限
の
可
能
性
を
発
揮
で
き
な
い
状

況
に
陥
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
私
た
ち
は
考
え
方
を
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正
し
、
自
我
を
取
り
去
っ
て
無
私
・
無
我
の
心
と
な
り
、
宇
宙
自

然
の
法
則
や
神
仏
の
心
に
同
化
し
た
生
来
の
生
き
る
力
を
伸
ば
す

よ
う
努
力
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
た
し
か
に
人

間
と
い
う
も
の
は
、
世
の
中
と
い
う
も
の
が
複
雑
で
簡
単
に
律
す

る
事
の
で
き
な
い
も
の
か
ら
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
な
普
通
道
徳

と
最
高
道
徳
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
各
々
の
内
容
及
び
実
行
の
方

法
を
比
較
研
究
し
、
あ
わ
せ
て
道
徳
実
行
の
効
果
を
科
学
的
に
明

ら
か
に
し
、
最
高
道
徳
に
向
け
て
前
進
し
て
行
く
こ
と
に
あ
る
。

最
高
道
徳
は
進
ん
で
実
行
す
れ
ば
、
自
分
の
胸
中
に
喜
び
の
世
界

が
開
け
て
、
自
分
を
取
り
巻
く
社
会
の
中
で
、
愉
快
、
円
満
に
生

活
し
な
が
ら
、
信
頼
と
尊
敬
を
得
、
周
囲
の
人
々
を
感
化
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
も
な
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と

が
い
ろ
い
ろ
な
側
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
が
本
書
の
基
礎
論

で
あ
る
。
総
じ
て
本
書
は
「
い
か
に
し
て
見
え
な
い
力
を
み
え
る

よ
う
に
す
る
か
」
を
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
視
座
か
ら
本

書
は
多
面
的
な
問
題
を
提
起
し
な
が
ら
、
総
合
的
に
纏
め
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。

３

近
代
知
の
陥
穽
と
総
合
人
間
学

総
合
科
学
へ
の
道

こ
れ
か
ら
の
時
代
は
人
間
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る

の
か
。
い
ま
専
門
と
い
う
壁
を
超
え
て
総
合
的
な
知
が
求
め
ら
れ

つ
つ
あ
る
。「
生
命
」
に
か
か
わ
る
問
題
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。

生
き
る
と
い
う
こ
と
の
本
質
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
見

え
に
く
い
面
も
少
な
く
な
い
。
半
面
、
一
方
で
領
域
横
断
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
も
増
え
つ
つ
あ
る
。

本
書
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
期
待
に
答
え
て
く
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
に
本
書
か
ら
受
け
る
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
少
な
く
な
い
。

た
だ
余
り
に
も
単
純
に
割
り
き
っ
て
は
生
の
豊
饒
が
殺
さ
れ
て
し

ま
う
。
そ
の
た
め
に
様
々
な
も
の
を
寄
せ
集
め
る
こ
と
も
不
可
欠

と
な
ろ
う
。
そ
れ
を
柔
ら
か
な
バ
ネ
で
包
み
込
む
の
が
本
書
の

「
総
合
人
間
学
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
っ
た
の
で
な
い
か
。

し
か
し
本
書
で
直
接
触
れ
ら
れ
て
お
ら
な
い
の
で
無
言
の
時
間
的

な
流
れ
の
中
で
推
測
す
る
ほ
か
な
い
。
そ
れ
が
本
書
に
残
さ
れ
た

課
題
で
は
な
い
の
か
。

し
か
し
、
そ
の
問
題
に
入
る
前
に
本
書
の
実
践
編
に
つ
い
て
少

し
触
れ
て
お
き
た
い
。
現
在
の
文
明
の
も
と
で
は
余
り
に
も
自
然

か
ら
背
離
す
る
生
活
に
な
り
、
非
常
に
物
質
的
、
機
械
論
的
な
も

の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
「
内
な
る
心
の
多
様

性
」
の
大
切
さ
が
訴
え
ら
れ
る
。
そ
の
視
点
か
ら
モ
ラ
ロ
ジ
ー
と

し
て
の
実
践
編
も
見
直
さ
れ
る
。
そ
れ
は
基
礎
論
の
後
を
う
け
て

至
極
く
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
何
よ
り
自
然

と
共
存
す
る
社
会
を
創
造
す
る
徳
性
な
ど
が
見
直
さ
れ
る
。
そ
こ

に
初
め
て
知
識
や
技
能
も
生
き
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
そ
の
ほ

か
本
書
は
廣
池
千
九
郎
博
士
や
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
に
依
拠
し
た

実
践
論
で
も
あ
り
、
そ
の
こ
と
も
本
書
と
し
て
は
当
然
と
思
わ
れ



る
。そ

れ
ゆ
え
に
、
本
書
本
来
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
世
の
中
の
法

律
や
制
度
を
変
え
て
み
て
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
知
識
な
ど
を
振

り
廻
し
て
も
大
き
な
成
果
が
上
が
ら
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
コ
ト

に
当
た
る
当
事
側
に
問
題
で
あ
る
こ
と
も
留
意
さ
れ
る
。
そ
の
た

め
に
総
じ
て
道
徳
の
基
本
的
な
精
神
の
涵
養
こ
そ
が
大
切
で
あ

り
、
そ
こ
に
こ
そ
実
践
論
と
し
て
の
基
本
的
課
題
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
顧
み
る
に
人
間
は
本
来
、
群
生
動
物
で
孤
独
で
は
生
き

ら
れ
な
い
存
在
で
あ
ろ
う
。
ま
た
時
間
の
持
続
の
中
に
生
ま
れ
、

生
き
、
そ
し
て
死
ん
で
行
き
、
し
か
も
そ
れ
を
意
識
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
人
間
の
自
然
体
で
あ
り
、
本
質
で
も
あ
る
と

い
え
る
。
実
践
編
で
は
そ
の
点
を
い
ろ
い
ろ
の
角
度
か
ら
指
摘
さ

れ
る
。

そ
こ
で
さ
ら
に
顧
み
た
い
こ
と
は
、
か
つ
て
ニ
ー
チ
ェ
は
「
神

は
死
ん
だ
」
と
い
っ
た
。
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
は
人
間
の
弱
さ
に

つ
け
込
む
か
の
よ
う
に
「
宗
教
は
ア
ヘ
ン
」
で
あ
る
と
主
張
し
た

が
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
の
は
い
ま
や
「
自
然
へ
の
回
帰
」
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
か
。
彼
ら
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
自
然
科
学
的
の
考

え
方
は
理
性
的
で
あ
り
、
宗
教
を
信
ず
る
の
は
時
代
錯
誤
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
今
に
し
て
い
え
る
の
は
そ
う
で
は
な
く
、

も
う
一
度
神
が
蘇
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
な
い
か
。
固

有
な
文
化
（
古
層＝

共
同
体
）
の
見
直
し
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
は

む
し
ろ
暮
ら
し
の
中
に
自
然
を
回
帰
さ
せ
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。
す

で
に
人
工
衛
星
が
象
徴
す
る
よ
う
に
現
代
人
は
む
し
ろ
宇
宙
人
を

目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宇
宙
的
共
感
や
空
間
も
見
直
さ
れ
つ

つ
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
か
ら
少
し
遅
れ
て
フ
ラ
ン
ス
の
人

類
学
者
レ
ヴ
ィ＝

ス
ト
ロ
ー
ス
な
ど
も
『
野
生
の
思
考
』（
一
九

六
二
）
を
公
刊
し
、
そ
こ
で
や
は
り
「
自
然
か
ら
の
見
直
し
」
を

訴
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
今
日
か
ら
す
れ
ば
む
し
ろ
近
代
知
の
陥
穽
や
地

球
環
境
問
題
な
ど
か
ら
「
自
然
へ
の
回
帰
」
は
避
け
て
通
れ
な
い

問
題
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
は
そ
の
「
自
然
へ
の
回
帰
」
の
自

然
を
ど
う
捉
え
る
か
に
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
は
自
然
観
も
異

な
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
は
西
欧
近
代
の
物
心
二
元
論
的
な
機
械
論

的
な
自
然
観
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
は
な
く
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
も

の
、
あ
る
い
は
生
態
的
な
自
然
観
も
あ
ろ
う
。
本
書
が
提
唱
す
る

自
然
観
は
、
近
代
合
理
主
義
を
支
え
る
西
欧
近
代
の
「
機
械
論
的

自
然
観
」（
要
素
還
元
主
義
・
物
心
二
元
論
）
と
い
う
も
の
で
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
が
言
う
よ
う
に
生
態
史
観
に
近
い
立

場
か
ら
す
れ
ば
事
情
が
大
き
く
異
な
る
。

そ
こ
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
は
食
物
連
鎖
が
象
徴
す
る
よ

う
に
、
そ
れ
は
植
物
に
始
ま
る
こ
と
に
も
な
る
が
、
植
物
は
太
陽

と
の
光
合
成
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
植
物
（
生
産
者
）
も
バ
ク
テ

リ
ア
（
分
解
者
）
も
な
く
な
れ
ば
太
陽
の
光
合
成
も
不
可
能
に
な

り
、
そ
れ
で
は
す
べ
て
の
生
き
物
が
生
き
ら
れ
な
い
こ
と
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
太
陽
が
消
滅
す
る
と
地
球
上
の
あ
り
と
あ
ら
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ゆ
る
生
物
は
死
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
太

陽
は
ま
さ
に
地
球
の
女
神
で
あ
り
、
故
人
の
い
う
ア
マ
テ
ラ
ス
オ

オ
ミ
カ
ミ
論
の
地
平
も
見
え
て
く
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
の
ほ
か

そ
こ
で
は
当
然
「
近
代
知
の
陥
穽
」
が
見
直
さ
れ
、
目
指
す
と
こ

ろ
は
近
代
知
を
超
え
て
い
く
こ
と
が
透
視
さ
れ
る
。
そ
れ
は
西
洋

の
権
威
が
崩
れ
て
い
く
中
で
当
然
と
し
て
、
か
つ
て
の
東
洋
的
な

社
会
の
自
然
観
な
ど
も
見
直
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
異
質
な
も
の

と
の
融
合
化
が
そ
れ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
東
西
の
文
明
対
立
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
歴
史
的
回
顧
の
動
き
が
目
に
つ
く
今
日
、
む
し
ろ
「
西
洋
を

東
洋
で
包
み
込
む
」
融
合
化
に
向
け
て
の
模
索
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
れ
は
エ
コ
ロ
ジ
ー
な
ど
を
考
慮
す
る
生
態
史
観
に
近
い
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
本
書
が
目
指
す
自
律
的
な
「
共
生
社
会
」
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
ま
た
本
書
の
書
名
で
も
あ
る

『
総
合
人
間
学
モ
ラ
ロ
ジ
ー
概
説
』
の
「
総
合
人
間
学
」
と
い
う

コ
ン
セ
プ
ト
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
本
書
は
直
接
触

れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
も
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、

そ
こ
で
は
諸
々
か
ら
な
る
諸
学
を
総
合
す
る
方
法
的
課
題
も
意
識

さ
れ
よ
う
。
そ
れ
が
本
書
の
問
題
意
識
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う

か
。た

し
か
に
科
学
が
目
指
す
も
の
と
宗
教
が
目
指
す
も
の
と
は
異

な
る
。
科
学
は
自
然
界
の
事
実
を
解
明
し
、
そ
れ
ら
の
事
実
を
整

合
的
に
捉
え
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
宗
教
は
人
間
的

な
目
的
、
意
味
、
価
値
な
ど
を
捉
え
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
科
学
と
宗
教
と
い
う
両
者
の
文
化
領
域
は
、
確
か
に
異
な

る
。
お
互
い
に
立
場
の
相
違
は
あ
っ
て
も
、
対
決
す
る
の
で
な
く

対
話
を
求
め
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
ま
さ
に
両
義
性
の
世
界
が
そ

れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
否
定
は
こ
れ
を
裏
か
ら
見
れ
ば
別
の
肯
定

で
も
あ
る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
無
」
は
「
一
切
」
の
反
対
に

位
す
る
観
念
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
最
近
『
利
己
的

な
遺
伝
子
』
で
知
ら
れ
る
分
子
生
物
学
者
で
知
ら
れ
て
い
る
リ
チ

ャ
ー
ド
・
ド
ー
キ
ン
ス
氏
が
『
神
は
妄
想
で
あ
る
』（T

h
e
 
G
od



 

D
elu
sion

,
2006.

垂
水
雄
二
訳
、
早
川
書
房
）
と
い
う
著
作
を
公

刊
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
」
の
世
界
に
お

い
て
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
鋭
い
二
極
分
化
の
図
式
は
西
洋
の
歴
史
に
お
い
て

の
こ
と
で
あ
り
、
西
洋
人
が
西
洋
人
の
た
め
に
書
か
れ
る
他
者
意

識
と
も
考
え
ら
れ
る
。
わ
が
国
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
歴
史
的
文
脈
が
異
な
る
。
わ
が
国
で
「
宗
教
」
と
「
世

俗
」
の
間
を
一
律
に
線
引
す
る
こ
と
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
周

知
の
よ
う
に
日
本
は
一
神
教
の
国
で
な
く
、
神
仏
習
合
的
な
多
神

教
国
家
で
あ
る
。
宗
教
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
複
雑
な
構
造
か
ら
な

る
。
日
本
の
社
会
構
造
は
二
者
択
一
で
割
り
切
れ
る
も
の
で
な
く

両
義
的
で
あ
り
、
そ
れ
を
総
合
す
る
と
こ
ろ
の
処
方
、
方
法
論
も

問
わ
れ
よ
う
。
私
は
そ
れ
を
別
図
の
よ
う
な
形
で
考
え
て
い
た
。

社
会
科
学
に
限
定
し
て
も
「
体
制
（
理
論
）・
段
階
（
政
策
）・
類

型
（
歴
史
・
比
較
）」
と
い
う
方
法
論
的
な
も
の
が
あ
ろ
う
。

た
し
か
に
現
代
世
界
は
大
き
な
曲
が
り
角
を
迎
え
、
さ
ら
に

「
知
の
変
貌
」
が
不
可
避
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は

何
ら
か
の
方
法
的
な
問
題
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ろ

い
ろ
な
事
を
思
い
つ
く
ま
ま
に
次
か
ら
次
へ
と
並
べ
立
て
る
こ
と

に
と
ど
ま
る
と
、
そ
れ
は
片
方
か
ら
み
れ
ば
う
っ
か
り
す
る
と
雑

学
居
士
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
で
は
体
系
化
の
問
題
が
残

る
。
今
に
し
て
本
書
に
い
え
る
こ
と
は
科
学
に
対
す
る
科
学
的
方

法
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
の
で
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
故
人
が
私
た
ち
に
言
い
残
さ
れ
た
課
題
で
も

あ
る
と
い
え
る
。
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