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武
道
は
も
と
も
と
人
を
殺
傷
す
る
技
術
を
集

め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
代
の
日
本
で
そ

の
技
術
を
必
要
と
し
て
武
道
を
修
め
る
人
間
は

多
く
な
い
だ
ろ
う
。
人
を
殺あ

や

め
る
手
段
で
あ
れ

ば
武
道
よ
り
も
効
率
的
な
方
法
は
今
や
い
く
ら

で
も
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
な
お
武
道
が
存
在
し
、
稽
古
を
続

け
る
人
が
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
特
に
そ

れ
を
大
学
の
よ
う
な
学
問
の
府
で
行
う
こ
と
の

意
味
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
を
起
点
に
武
道
の

可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

筆
者
が
稽
古
し
て
い
る
の
は
合
気
道
と
い
う

武
道
で
あ
る
。
大
学
在
学
中
に
学
内
の
合
気
道

サ
ー
ク
ル
に
入
会
し
た
と
こ
ろ
、
合
気
道
本
部

師
範
の
多
田
宏
先
生
（
注
１
）
の
指
導
の
下も

と

に
稽

古
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
最
初
の
う
ち
は
他

の
現
代
武
道
や
格
闘
技
も
気
に
な
り
、
い
ろ
い

ろ
と
比
較
し
た
が
、
合
気
道
は
少
し
特
殊
な
武
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道
だ
と
感
じ
ら
れ
た
。

　

実
は
合
気
道
を
格
闘
術
の
よ
う
な
も
の
と
考

え
て
し
ま
う
と
不
思
議
な
点
が
い
く
つ
か
あ

る
。
ま
ず
、
試
合
が
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
し

て
合
気
道
の
稽
古
で
は
交
替
で
技
を
掛
け
合
う

が
、
例
え
ば
技
で
投
げ
ら
れ
た
受
け
手
は
受
け

身
を
取
っ
て
す
ぐ
に
立
ち
上
が
り
、
同
じ
よ
う

な
動
作
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
特
に
気
を
遣
っ
て

優
し
く
技
を
か
け
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
な
い

し
、
寸
止
め
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
な
い

の
に
技
を
受
け
る
こ
と
の
ダ
メ
ー
ジ
が
ほ
と
ん

ど
な
い
の
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
単
純
に
人
を
殺

傷
す
る
技
術
を
訓
練
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
特
徴

も
あ
り
、
合
気
道
は
平
和
の
武
道
と
言
わ
れ
る

こ
と
も
多
い
。

　

し
か
し
、
合
気
道
の
歴
史
を
紐ひ

も

解と

い
て
み
る

と
決
し
て
優
し
い
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
戦

前
か
ら
戦
争
中
、
そ
の
後
に
か
け
て
も
い
わ
ゆ

る
実
戦
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
で
力
を
発
揮

し
た
人
々
が
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

当
時
の
稽
古
は
現
在
と
は
比
べ
ら
れ
な
い
ほ
ど

も
武
道
の
も
と
も
と
の
形
、
人
を
殺
め
る
た
め

の
技
術
の
習
得
に
精
神
の
修
養
は
関
係
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
武
道
に
お
け
る
精
神
の
修
養
と

い
う
と
現
代
の
我
々
は
す
ぐ
に
武
士
道
で
あ
る

と
か
道
徳
的
な
も
の
を
想
像
し
て
し
ま
う
が
、

こ
こ
で
言
う
武
道
で
必
要
な
精
神
の
修
養
は
道

徳
と
は
関
係
な
く
、
大
事
な
場
面
で
精
神
は
ど

の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
、
あ
く

ま
で
技
術
的
な
話
で
あ
る
。

　

命
の
や
り
と
り
は
現
代
の
我
々
に
は
想
像
す

る
の
が
難
し
い
が
、
何
か
危
な
い
こ
と
や
怖
い

こ
と
が
あ
っ
た
時
に
身
体
が
思
う
よ
う
に
動
か

に
厳
し
い
も
の
だ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
稽
古
法

の
本
質
が
変
わ
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
で
は
こ
の
稽
古
で
合
気
道
の
修
行
者
は
一

体
何
を
涵か

ん

養よ
う

し
て
い
る
の
か
。

　

武
道
の
効
用
と
し
て
し
ば
し
ば
精
神
の
修
養

と
い
う
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
正

体
は
一
体
何
だ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
稽
古
を

行
っ
て
も
精
神
は
修
養
さ
れ
る
の
か
。
そ
も
そ

こ
こ
ろ
の
使
い
方
の

技
術

●
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

高
雄　

啓
三
（
た
か
お
・
け
い
ぞ
う
）

　

昭
和
51
年
（
１
９
７
６
）
東
京
都
生
ま
れ
。
平
成
10
年
東
京
大
学
文

学
部
心
理
学
科
卒
業
。
平
成
18
年
京
都
大
学
よ
り
博
士
（
情
報
学
）
を

授
与
。
米
国
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
訪
問
研
究
員
、
京
都
大
学

講
師
、
自
然
科
学
研
究
機
構
生
理
学
研
究
所
特
任
准
教
授
な
ど
を
経
て

平
成
27
年
よ
り
富
山
大
学
教
授
、
大
学
院
（
医
学
系
）
に
お
い
て
行
動

生
理
学
講
座
を
主
宰
。
現
在
、
動
物
実
験
施
設
長
、
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
実

験
施
設
長
、
大
学
院
生
命
融
合
科
学
教
育
部
認
知･

情
動
脳
科
学
専
攻

長
。
遺
伝
子
改
変
マ
ウ
ス
の
行
動
解
析
を
起
点
と
し
た
精
神
疾
患
研
究

で
多
数
の
学
術
論
文
を
発
表
し
て
い
る
ほ
か
、
瞑
想
や
呼
吸
法
の
生
理

学
的
意
義
に
つ
い
て
実
験
医
学
的
な
研
究
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。
富

山
大
学
合
気
道
研
究
会
を
主
宰
。
合
気
道
五
段
。
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ろ
の
訓
練
法
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
ヨ
ー
ガ
を
源

流
と
し
て
お
り
、
中
国
を
経
て
日
本
の
禅
や
武

道
の
身
心
修
行
法
へ
と
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。

現
代
で
は
宇
宙
飛
行
士
や
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
強
化

選
手
の
メ
ン
タ
ル
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
も
活

用
さ
れ
て
い
る
。
最
近
で
は
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ

ス
と
呼
ば
れ
、G

oogle

社
の
よ
う
な
世
界
的

な
企
業
が
社
員
に
対
し
て
行
う
研
修
に
も
活
用

さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
訓
練
で
は
必
要
な
時
に
最
大
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
集
中
力

や
冷
静
さ
、
予
測
不
能
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
も

動
じ
な
い
心
、
持
続
す
る
意
志
な
ど
を
涵
養
し

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
瞑
想
法
と
武
道
の
稽
古
と
は

別
々
に
訓
練
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
実
際
、
武
道
の
修
行
に
行
き
詰
ま
り
を

感
じ
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
山
に
籠
も

っ
た
り
仏
門
に
入
り
坐ざ

禅ぜ
ん

を
組
ん
だ
り
し
て
極

意
を
得
た
と
い
う
話
は
多
く
存
在
す
る
（
塚つ

か

原は
ら

卜ぼ
く

伝で
ん

高た
か

幹も
と

、
上か

み

泉い
ず

伊み
い

勢せ
の

守か
み

秀ひ
で

綱つ
な

、
柳

や
ぎ
ゅ
う
せ
き
し
ゅ
う
さ
い

生
石
舟
斎

宗む
ね

厳よ
し

な
ど
）。
こ
れ
は
静
か
に
坐
禅
や
瞑
想
を

な
か
っ
た
り
、
パ
ニ
ッ
ク
を
起
こ
し
て
し
ま
っ

た
り
、
普
段
当
た
り
前
に
し
て
い
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
特
殊
な
環
境
下
で
は
、
た
だ
い

つ
も
通
り
に
振
る
舞
う
こ
と
す
ら
難
し
い
。
命

の
や
り
と
り
の
現
場
で
あ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
状

態
は
死
に
直
結
す
る
。
こ
の
死
の
恐
怖
を
乗
り

越
え
て
動
く
こ
と
が
武
道
で
は
重
要
な
課
題
で

あ
り
、
過
酷
な
状
況
で
も
、
平
常
と
同
じ
よ
う

に
自
分
の
こ
こ
ろ
を
自
由
自
在
に
使
え
る
よ
う

に
な
る
こ
と
が
、
生
き
残
る
た
め
の
重
要
な
技

術
と
な
る
。
武
道
の
稽
古
に
身
体
技
術
的
な
修

錬
に
加
え
て
、
精
神
の
技
術
的
な
修
錬
が
求
め

ら
れ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。

　

し
か
し
、
た
だ
闇
雲
に
稽
古
を
行
っ
て
も
あ

る
種
の
我
慢
強
さ
や
根
性
な
ど
は
鍛
え
ら
れ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
恐
怖
に
打う

ち
克か

つ
力
や
、

い
ざ
と
い
う
と
き
の
胆
力
と
い
う
よ
う
な
も
の

を
鍛
え
る
の
は
難
し
い
。
精
神
、
つ
ま
り
「
こ

こ
ろ
」
も
身
体
と
同
様
に
そ
れ
を
自
由
自
在
に

使
う
た
め
の
技
術
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
訓
練

方
法
が
存
在
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
武
道
と
い

う
文
脈
で
自
由
自
在
に
動
く
た
め
に
は
相
応
の

身
体
修
錬
が
必
要
で
あ
る
が
、
身
体
を
自
由
自

在
に
使
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
た

め
の
神
経
系
統
、
つ
ま
り
は
こ
こ
ろ
が
自
由
自

在
に
使
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
剣

術
は
勝
負
の
事
な
り
と
い
へ
ど
も 

其
の
極
則

に
及
び
て
は
心
体
自
然
の
妙
用
に
あ
ら
ず
と
い

ふ
事
な
し
」
と
剣
術
の
極
意
を
書
い
た
と
さ
れ

る
「
天
狗
藝
術
論
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　

武
道
に
お
け
る
こ
こ
ろ
の
訓
練
は
気
を
錬

る
、
肚は

ら

を
錬
る
、
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
が
、
実
際
は
呼
吸
法
や
内
観
法
を
主
体
と

し
た
瞑め

い

想そ
う

法ほ
う

で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
訓
練

の
具
体
的
な
方
法
を
記
述
し
た
代
表
的
な
文
献

と
し
て
は
、
江
戸
時
代
に
禅
の
修
行
を
体
系
化

し
た
と
言
わ
れ
る
白は

く

隠い
ん

禅ぜ
ん

師じ

の
「
夜
船
閑
話
」

が
あ
る
。
江
戸
時
代
の
剣
術
家
で
天
真
伝
兵
法

を
開
い
た
白し

ら

井い
と

亨お
る

は
そ
の
著
作
「
兵
法
未
知
志

留
辺
」
の
中
で
白
隠
禅
師
が
伝
え
た
気
を
錬
る

方
法
を
実
践
す
る
こ
と
が
剣
術
で
も
非
常
に
重

要
だ
と
論
じ
て
い
る
。

　

東
洋
の
文
化
で
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
こ
こ
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行
う
こ
と
で
澄
み
き
っ
た
心
の
状
態
を
経
験

し
、
そ
れ
を
武
道
に
も
応
用
で
き
た
と
い
う
こ

と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
静
か
な
と
こ

ろ
で
行
う
坐
禅
や
瞑
想
で
得
た
境
地
を
外
で
応

用
す
る
こ
と
は
思
い
の
ほ
か
難
し
い
。
白
隠
禅

師
は
そ
の
著
作
「
遠
羅
天
釜
」
で
こ
の
点
を
指

摘
し
て
い
る
。

「
往
々
に
静
中
の
工
夫
は
思
い
の
外
に
捗
行
く

様
に
思
は
れ
、
動
中
の
工
夫
は
一
向
に
捗
行
か

ぬ
様
に
覚
え
ら
る
ゝ
事
に
侍
れ
ど
、
静
中
の
人

は
必
ず
動
中
に
は
入
る
事
得
ず
。
偶
々
動
境
塵

務
の
中
に
入
る
時
は
、
平
生
の
会
処
得
力
は
迹

と
形
も
な
く
打
失
し
、
一
点
の
気
力
無
う
し

て
、
結
句
尋
常
一
向
に
心
が
け
此
れ
無
き
人
よ

り
は
劣
り
て
、
芥
子
計
り
の
事
に
も
動
転
し

て
、
思
い
の
外
に
臆
病
な
る
心
地
あ
り
て
卑
怯

の
働
き
も
間
々
多
き
者
に
侍
り
。
然
ら
ば
則
ち

何
を
指
し
て
か
得
力
と
云
わ
ん
や
」

（
現
代
語
訳
・
と
も
す
る
と
静
中
の
工
夫
は
思

い
の
外
は
か
ど
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
動
中
の
工

夫
は
一
向
に
は
か
ど
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

事
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
静
中
の
工
夫
だ
け
を
し

て
い
る
ひ
と
は
ど
う
し
て
も
動
中
に
入
っ
て
自

由
を
得
る
事
が
で
き
ず
、
た
ま
た
ま
動
中
の

境
、
世
俗
的
な
仕
事
の
中
に
入
る
と
き
は
、
平

生
の
悟
り
の
力
は
あ
と
か
た
も
無
く
な
り
、
僅

か
な
気
力
も
な
く
な
っ
て
、
結
局
世
間
の
一
向

心
が
け
の
無
い
人
に
も
劣
り
、
少
し
ば
か
り
の

こ
と
に
も
動
転
し
て
、
思
い
の
外
に
臆
病
な
心

境
で
、
卑
怯
な
行
動
を
す
る
者
も
間
々
あ
る
の

で
す
。
そ
れ
な
ら
一
体
何
を
指
し
て
悟
り
と
い

う
の
で
し
ょ
う
か
）

（
伊
豆
山
格
堂
『
白
隠
禅
師　

遠
羅
天
釜
』

春
秋
社
、
１
９
８
５
年
、
よ
り
）

　

禅
に
は
静
中
の
工
夫
と
動
中
の
工
夫
と
あ
る

が
、
静
か
な
中
で
の
禅
修
行
だ
け
で
悟
り
を
得

た
と
し
て
も
騒
が
し
い
雑
務
の
中
に
入
っ
た
ら

せ
っ
か
く
の
悟
り
は
消
え
失
せ
て
し
ま
う
こ
と

が
多
々
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
現
代
社
会
で

の
我
々
の
日
常
生
活
と
同
様
だ
ろ
う
。
静
か
に

心
を
落
ち
着
か
せ
る
訓
練
だ
け
で
は
い
ざ
と
い

う
と
き
に
役
に
立
た
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
そ

こ
で
白
隠
禅
師
は
静
中
の
工
夫
だ
け
で
な
く
、

動
中
す
な
わ
ち
日
常
生
活
の
中
で
も
工
夫
す
る

こ
と
が
大
事
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
さ
ら
に
大

慧
禅
師
の
言
葉
と
し
て
「
動
中
の
工
夫
は
静
中

に
勝
る
こ
と
百
千
億
倍
す
」と
も
記
し
て
い
る
。

　

合
気
道
は
「
動
く
禅
」
と
も
呼
ば
れ
て
お
り

そ
の
稽
古
の
中
で
瞑
想
に
入
り
や
す
い
性
質
を

持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
競
技

と
し
て
の
試
合
を
行
わ
な
い
こ
と
、
お
互
い
に

技
を
掛
け
合
う
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
技

が
お
互
い
の
力
が
ぶ
つ
か
り
合
わ
ず
に
一
体
と

な
る
よ
う
な
動
き
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
対
立

で
は
な
く
同
化
的
な
技
の
掛
け
合
い
を
無
心
に

繰
り
返
す
こ
と
で
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
動
き
な

が
ら
も
瞑
想
の
状
態
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
到
る
に
は
た
だ
が
む
し
ゃ
ら

に
や
れ
ば
良
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。

　

学
生
主
体
の
ク
ラ
ブ
活
動
で
は
、
つ
い
つ
い

動
く
禅
、
動
く
瞑
想
法

と
し
て
の
合
気
道
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な
技
術
に
し
て
も
そ
れ
を
あ
る
程
度
以
上
に
向

上
さ
せ
る
に
は
微
妙
な
違
い
が
感
知
で
き
な
け

れ
ば
難
し
い
。

　

稽
古
の
最
初
に
行
う
呼
吸
法
は
呼
吸
を
活
発

に
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
高
め
る
と
い
う
意
味
も

あ
る
が
、
意
識
的
な
呼
吸
に
伴
っ
て
生
じ
る
体

感
を
よ
く
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
覚
を
鋭

敏
に
し
、
最
終
的
に
は
自
分
の
感
覚
を
自
由
に

使
え
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
訓
練
に
も
な
っ
て

の
身
体
を
動
か
す
た
め
の
神
経
活
動
は
異
な
る

も
の
で
あ
り
、
相
手
を
ど
う
こ
う
し
よ
う
と
い

う
気
持
ち
は
武
道
で
は
隙
と
な
っ
て
し
ま
う
。

相
手
が
自
分
の
手
を
持
つ
の
も
「
持
た
れ
る
」

の
で
は
な
く
「
持
た
せ
る
」
と
常
に
表
現
す
る

こ
と
で
、
受
動
的
で
は
な
く
能
動
的
に
、
常
に

自
分
が
そ
の
場
の
主
宰
者
と
し
て
稽
古
で
き

る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
違
い
が
分
か
る
た
め
に
は

相
応
の
感
じ
る
力
も
必
要
と
な
る
。
ど
の
よ
う

よ
り
強
く
、
よ
り
厳
し
い
技
を
掛
け
た
い
と
い

う
気
持
ち
で
稽
古
を
行
っ
て
し
ま
い
が
ち
に
な

る
が
、
そ
れ
は
相
手
と
対
立
的
な
状
態
の
稽
古

で
あ
り
、
瞑
想
的
な
稽
古
に
は
遠
い
も
の
と
な

っ
て
し
ま
う
。

　

筆
者
が
多
田
宏
先
生
の
稽
古
の
中
で
感
銘
を

受
け
た
こ
と
の
ひ
と
つ
に
、
動
作
の
指
示
に
常

に
主
体
的
、
絶
対
的
な
言
葉
を
使
わ
れ
る
と
い

う
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
相
手
に
手
首
を
持

た
せ
た
状
態
で
少
し
移
動
し
つ
つ
自
分
の
手
を

畳
に
付
け
る
と
相
手
の
体
勢
が
崩
れ
る
。
こ
の

時
、「
相
手
を
引
き
倒
す
」
と
い
う
よ
う
な
表

現
を
し
て
し
ま
う
と
意
識
の
中
心
は
相
手
に
な

っ
て
し
ま
い
、
こ
こ
ろ
の
働
き
は
対
立
的
・
相

対
的
と
な
り
、
結
果
と
し
て
身
体
の
動
き
も
相

手
に
影
響
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ

れ
を
「
自
分
の
手
を
畳
に
着
け
る
」
と
表
現
す

る
と
、
自
分
が
主
体
と
な
り
相
手
の
体
勢
が
崩

れ
る
の
は
そ
の
結
果
と
し
て
起
こ
る
こ
と
と
な

り
、
武
道
的
に
も
鋭
い
動
き
と
な
る
。

　

実
際
、
相
手
を
引
き
倒
そ
う
と
い
う
こ
こ
ろ

の
動
き
、
つ
ま
り
は
神
経
活
動
と
実
際
に
自
分
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い
る
。
こ
の
よ
う
な
訓
練
を
我
々
は
「
気
の
錬

磨
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、伝
書
で
「
収
気
の
法
」

や
「
錬
丹
の
法
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の

と
同
じ
で
あ
り
、
東
洋
の
精
神
修
養
訓
練
で
は

伝
統
的
に
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
気
を

錬
り
、
意
識
と
身
体
を
能
動
的
に
働
か
せ
る
こ

と
で
稽
古
は
瞑
想
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
に
合
気
道
は
そ
の
技
を
通
じ
た
瞑

想
法
と
も
言
え
る
が
、
武
道
の
稽
古
に
お
け
る

動
作
の
中
で
瞑
想
状
態
に
入
る
と
い
う
こ
と
に

よ
り
、
様
々
な
状
況
下
で
こ
こ
ろ
と
身
体
を
自

由
自
在
に
扱
う
訓
練
と
な
っ
て
い
る
。
武
道
で

は
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
状
況
と
い

う
の
が
、
い
つ
で
も
起
こ
り
得
る
と
想
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め

の
こ
こ
ろ
と
身
体
を
養
う
の
に
適
し
た
方
法
で

あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

現
代
社
会
で
生
活
す
る
我
々
に
は
、
今
の
と

こ
ろ
命
の
や
り
と
り
に
臨
む
こ
と
は
め
っ
た
に

な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
非
常
な
プ
レ
ッ
シ

ャ
ー
の
中
で
発
言
し
た
り
、
行
動
し
た
り
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
や
、
こ
れ
ま
で
経
験
し

た
こ
と
が
な
い
状
況
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
が
多
々
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
こ
れ

ま
で
に
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
を
産
み
出
す
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
社
会
に
お
い
て
指
導
的

立
場
に
立
ち
う
る
人
、
状
況
に
応
じ
て
重
要
な

判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
な
る

人
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
も
の
を
創
造
す

る
人
、
そ
の
よ
う
な
人
材
を
育
成
し
送
り
出
す

大
学
と
い
う
場
に
お
い
て
、
自
分
自
身
の
こ
こ

ろ
の
使
い
方
を
学
ぶ
こ
と
は
非
常
に
有
用
で
あ

ろ
う
。

　

最
近
の
研
究
で
は
、
脳
は
睡
眠
時
や
休
息
中

に
情
報
を
整
理
統
合
す
る
と
報
告
さ
れ
て
お

り
、
緊
張
が
解
け
た
時
に
新
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア

が
湧
く
こ
と
が
多
い
の
は
そ
の
よ
う
な
原
理
に

よ
る
も
の
だ
と
解
釈
で
き
る
。
瞑
想
時
の
脳
の

状
態
も
休
息
時
の
状
態
と
似
て
い
る
と
報
告
さ

れ
て
お
り
、
積
極
的
に
作
り
出
し
た
澄
み
き
っ

た
精
神
状
態
と
言
え
る
。
動
く
禅
と
も
言
わ
れ

る
合
気
道
を
通
じ
て
必
要
な
時
に
い
つ
で
も
こ

の
よ
う
な
精
神
状
態
を
作
り
出
す
訓
練
を
し
た

人
材
は
、
ど
の
よ
う
な
職
業
に
お
い
て
も
活
躍

す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

　

大
学
に
限
ら
ず
、
現
代
の
社
会
で
武
道
を
行

う
こ
と
の
価
値
は
こ
こ
に
あ
る
と
筆
者
は
考
え

て
い
る
。
合
気
道
開
祖
・
植
芝
盛
平
先
生
は 

「
合
気
道
を
社
会
生
活
で
活い

か
し
た
時
、
本
当

の
合
気
道
と
な
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
武
道

を
通
じ
て
こ
こ
ろ
と
身
体
の
使
い
方
を
学
び
、

そ
れ
を
活
か
し
て
社
会
で
活
躍
す
る
人
間
を
送

り
出
せ
る
よ
う
に
、
今
後
も
研
究
と
教
育
、
そ

し
て
稽
古
に
励
ん
で
い
き
た
い
。

（
注
１
）
多
田
宏
（
１
９
２
９
年
12
月
14
日
〜
）。

合
気
道
九
段
。
公
益
財
団
法
人
合
気
会
合
気

道
本
部
師
範
。
イ
タ
リ
ア
合
気
会
創
立
者
・

主
任
教
授
、
早
稲
田
大
学
合
気
道
会
名
誉
師

範
、
東
京
大
学
合
気
道
気
錬
会
名
誉
師
範
な

ど
。
著
書
に
本
誌
連
載
「
稽
古
に
励
む
」
を

ま
と
め
た
『
合
気
道
に
活
き
る
』
が
あ
る
。

社
会
生
活
で

活
か
さ
れ
る
武
道


