
一
　
人
生
観

「
人
間
な
ん
て
弱
い
も
の
だ
よ
。
力
ん
で
み
て
も
し
ょ
う

が
な
い
。
た
ん
た
ん
と
平
常
心
で
や
れ
ば
い
い
」
―――　自
然

体
が
信
条
で
、
派
手
な
こ
と
は
好
ま
な
い
。（
11
・
10
・
日

経
・
夕
な
ど
）

「
エ
タ
ー
ナ
ル
・
ナ
ウ
（
永
遠
の
い
ま
）」（
同
右
）

「
ス
モ
ー
ル
・
イ
ズ
・
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
」（
同
右
）

「
政
治
家
で
あ
る
前
に
人
間
で
な
け
れ
ば
い
か
ん
と
思
っ

て
愚
直
に
生
き
て
き
た
。
今
後
も
そ
う
し
た
い
。」（
10
・

28
・
朝
日
）

「
人
間
は
強
く
な
い
し
、
愚
か
で
も
あ
る
。
そ
う
い
う
諦

（
て
い
）
感
が
あ
り
ま
す
な
、
私
に
は
。
し
か
し
、
そ
こ
に
と

ど
ま
っ
て
は
い
か
ん
わ
け
で
、
い
ず
れ
は
枯
れ
る
朝
顔
で
も

毎
日
水
を
や
る
で
し
ょ
。
そ
う
い
う
気
持
ち
を
大
事
に
し
た

い
。」（
11
・
10
・
朝
日
・
夕
）

一
―
付
　
人
柄

人
を
裏
切
ら
な
い
政
治
家
と
し
て
信
頼
を
寄
せ
る
人
が
多

い
。「
人
間
だ
か
ら
完
全
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」

（
11
･
1
・
日
経
・
夕
）

「
一
利
を
興
こ
す
よ
り
、
一
害
を
除
く
に
し
か
ず
」
が
座

右
の
銘
。
気
負
わ
ず
に
、
淡
々
と
、
結
果
よ
り
も
プ
ロ
セ
ス

を
重
視
し
、
現
実
的
に
問
題
を
処
理
し
よ
う
と
し
、
手
堅
い

「
六
十
点
主
義
」
の
哲
学
を
説
く
。（
10
・
28
・
朝
日
）

こ
の
人
ほ
ど
庶
民
的
で
家
庭
的
な
人
は
い
な
い
。
大
蔵
省

時
代
、
戦
時
下
…
…
「
国
民
酒
場
」
を
作
っ
た
…
…
「
日
本

人
は
も
っ
と
家
庭
を
大
切
に
し
な
く
ち
ゃ
…
…
」
と
よ
く
言

う
。
…
…
「
百
点
満
点
主
義
の
人
に
民
主
主
義
は
分
か
ら
な

い
」
と
語
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
（
田
中
六
助
代
議
士
）

（
11
・
8
・
読
売
）

「
政
治
家
の
生
き
が
い
は
、
自
分
が
国
家
民
族
と
一
体
に

な
っ
て
い
る
、
な
ろ
う
と
し
て
い
る
、
と
感
ず
る
時
。
日
中

国
交
回
復
は
、
当
時
は
大
変
だ
っ
た
が
、
今
振
り
返
っ
て
み

て
、
政
治
家
で
あ
っ
て
よ
か
っ
た
な
と
思
い
ま
す
。」（
11
・

10
・
朝
日
・
夕
）
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学
生
時
代
、
無
教
会
主
義
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
に
青
春
を

捧
（
さ
さ
）
げ
た
い
と
思
っ
た
程
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て

の
情
熱
を
い
ま
、
政
治
に
投
じ
る
。
政
界
屈
指
の
読
書
家
で
、

暇
さ
え
あ
れ
ば
本
屋
を
の
ぞ
く
。
…
…
鈍
牛
の
よ
う
に
歩
み

は
の
ろ
く
と
も
着
実
に
、
静
か
な
闘
志
を
燃
や
す
。

（
11
・
10
・
日
経
・
夕
）

二
　
『
政
治
姿
勢
』
―――　「
政
治
の
手
法
」

『
し
な
や
か
だ
が
強
じ
ん
な
政
治
の
確
立
を
目
指
す
』

「
柔
軟
に
」、『
機
敏
か
つ
効
率
的
に
対
応
』
――『
激
変
す

る
時
代
に
、
政
治
は
機
敏
か
つ
効
率
的
に
対
応
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。』

「
和
の
政
治
」（
10
・
29
・
各
紙
）
――　

「
権
力
に
訴
え
る
の
は
最
後
の
手
段
で
あ
り
、
政
治
家
が

自
ら
謙
虚
に
反
省
し
な
が
ら
汗
を
か
き
、
誠
意
を
も
っ
て
理

解
を
求
め
る
″和
″
の
政
治
を
信
条
と
し
た
い
」
…
…
「
力

の
誇
示
や
、
不
毛
の
対
立
・
抗
争
を
退
け
る
」
″柔
軟
で
強

靱
な
政
治
″
を
政
治
姿
勢
と
す
る
。（
10
・
29
・
日
経
）

「
話
し
合
い
に
よ
る
、
円
熟
し
た
、
実
行
力
あ
る
政
治
」

（
10
・
21
・
朝
日
・
夕
な
ど
）

「
国
民
の
ニ
ー
ズ
（
要
求
）
に
こ
た
え
る
政
治
」（
10
・

28
・
東
京
）

「
現
実
を
踏
ま
え
て
柔
軟
に
対
応
し
な
け
れ
ば
国
民
の
ニ

ー
ズ
（
要
求
）
に
こ
た
え
る
政
治
は
で
き
な
い
。」（
10
・

26
・
日
経
・
夕
）

〔
国
民
と
一
体
の
政
治
〕
―――　

「
国
民
と
政
治
と
の
間
に
距
離
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。

…
…
安
易
に
権
力
に
た
よ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
で
、
事

実
を
説
い
て
困
難
を
訴
え
て
、
国
民
と
一
緒
に
な
っ
て
、
政

治
を
や
っ
て
ゆ
く
…
…
。
自
由
民
主
党
も
、
…
政
治
も
…
、

こ
れ
ま
で
な
し
と
げ
た
事
績
を
誇
る
と
い
う
こ
と
が
悪
い
と

い
う
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
い
い

や
り
方
が
あ
っ
た
（
の
）
じ
ゃ
な
い
か
、
…
時
機
を
失
す
る

こ
と
が
…
な
か
っ
た
か
、
そ
の
間
に
国
民
に
ど
う
い
う
苦
労

を
か
け
た
か
、
そ
う
い
う
…
…
反
省
が
な
け
れ
ば
、
…
実
の

あ
る
政
治
に
な
ら
な
い
。
…
…
地
道
に
国
民
と
一
緒
に
考
え

な
が
ら
、
不
毛
な
対
立
を
避
け
な
が
ら
、
硬
直
し
た
発
想
を

慎
し
み
な
が
ら
、
実
効
の
あ
が
る
政
治
を
や
っ
て
い
き
た
い
。

野
党
を
含
め
て
国
民
と
で
き
れ
ば
一
体
に
な
っ
て
、
難
局
に

処
す
る
と
い
う
姿
勢
で
ま
い
り
た
い
。」（
11
・
4
・
共
同
会
見)
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『
今
日
の
社
会
の
基
本
的
な
秩
序
』
に
つ
い
て
国
民
的
合

意
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
つ
て
の
保
革
対
立

の
時
代
が
終
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
西
欧
諸
国
に
も

新
保
守
主
義
の
台
頭
が
み
ら
れ
る
。
過
去
の
実
績
を
誇
る
こ

と
で
安
ん
じ
て
い
る
と
き
で
は
な
い
。
自
由
民
主
党
は
、
今

や
新
し
い
時
代
へ
の
対
応
と
選
択
を
迫
ら
れ
て
い
る
。

国
民
の
多
く
の
方
々
が
自
由
民
主
党
を
支
持
し
て
下
さ
っ

て
い
る
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
有
難
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に

今
後
と
も
、
ひ
と
り
で
も
多
く
の
同
志
を
得
る
こ
と
に
全
力

を
尽
し
て
ま
い
り
た
い
。
し
か
し
、
不
幸
に
し
て
な
お
十
分

な
ご
理
解
が
得
ら
れ
ず
、
支
持
し
て
い
た
だ
け
な
い
方
々
も

国
民
の
皆
さ
ん
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
ご
支
持
い
た

だ
け
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
安
易
に
数
の
力
で
押
え
こ
も
う

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
と
る
べ
き
道
で
は
な
い
。
常
に
自

ら
を
謙
虚
に
反
省
し
、
額
に
汗
し
な
が
ら
説
得
に
つ
と
め
、

合
意
を
求
め
て
ま
い
り
た
い
。
そ
れ
が
〔
国
民
と
一
体
の
政

治
〕
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。

二
―
１
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
不
毛
な
対
立
』
を
排
す

『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
不
毛
な
対
立
や
硬
直
し
た
利
害
の
対

決
は
、
政
治
に
渋
滞
や
混
乱
を
き
た
す
ば
か
り
で
あ
る
。』

「
硬
直
し
た
対
立
、
抗
争
は
過
去
の
も
の
で
あ
り
、
左
右

両
翼
の
全
体
主
義
を
厳
し
く
排
除
し
て
い
く
。」（
10
・
26
・

朝
日
な
ど)

「
各
政
治
勢
力
の
不
毛
な
対
立
、
硬
直
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
対
立
を
い
ま
や
国
民
は
見
放
し
て
お
り
…
…
」（
10
・
21

日
・
経
・
夕
）

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
政
治
は
、
わ
が
国
社
会
の
基
本
的

な
あ
り
方
に
つ
い
て
の
国
民
的
合
意
が
、
大
多
数
の
良
識
あ

る
国
民
の
間
で
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
重
要
な
歴

史
的
事
実
を
見
過
す
か
、
あ
る
い
は
過
少
評
価
し
て
き
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
、
政
治
家
や
政
党
は
、
与

野
党
を
問
わ
ず
、
と
も
す
る
と
依
然
と
し
て
古
い
保
革
対
立

の
観
念
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
図
式
を
通
し
て
、
こ
の
新
し

い
複
雑
な
現
実
を
見
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
硬
直
し
た
保
革
対
立
の
図
式
を
前
提

と
し
た
政
党
間
の
対
立
や
抗
争
は
、
絶
妙
な
平
衡
感
覚
を
身

に
つ
け
、
円
熟
し
た
意
識
を
持
ち
始
め
た
大
多
数
の
国
民
の

眼
か
ら
は
、
逆
に
未
熟
で
、
時
代
遅
れ
の
も
の
、
不
毛
で
非
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生
産
的
な
も
の
と
映
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
円
熟
し
つ
つ
あ
る
国
民
の
意
識
と
依
然
と
し

て
未
熟
な
政
治
家
や
政
党
側
の
意
識
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
、
長

期
に
わ
た
っ
て
国
民
の
政
治
不
信
を
招
き
、
い
わ
ゆ
る
″支

持
政
党
な
し
層
″
の
肥
大
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
大
き
な
原

因
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
―
２
　
『
権
力
志
向
』
と
『
硬
直
し
た
姿
勢
』
を
排
す

『
権
力
志
向
に
根
ざ
す
…
…
硬
直
し
た
姿
勢
を
戒
め
ね
ば

な
ら
な
い
。
政
治
は
つ
ね
に
謙
虚
で
あ
る
と
同
時
に
自
己
改

革
を
怠
ら
ず
、
時
代
の
要
請
に
有
効
に
応
え
得
る
構
え
が
必

要
で
あ
る
。』

「
あ
ま
り
硬
直
し
た
対
決
、
対
立
は
賢
明
で
な
い
し
、
必

ず
し
も
強
く
な
い
。
達
人
の
剣
は
「
生
卵
を
握
る
が
ご
と
く
」

と
い
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
変
に
応
じ
ら
れ
な
い
。
柔
軟
で

あ
る
が
、
強
じ
ん
な
手
法
で
ゆ
き
た
い
。」（
10
・
28
・
朝
日
）

二
―
３
　
『
辛
抱
強
い
説
得
と
理
解
…
に
よ
っ
て
…
合
意

を
形
成
』

『
辛
抱
強
い
説
得
と
理
解
、
信
頼
と
協
力
に
よ
っ
て
よ
り

広
い
合
意
を
形
成
す
る
こ
と
を
基
本
姿
勢
』
と
す
る
。

「
複
雑
に
利
害
が
錯
そ
う
す
る
問
題
を
一
本
に
ま
と
め
る

こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
政
治
家
は
謙
虚
に
自
ら

反
省
し
な
が
ら
脂
汗
を
か
い
て
説
得
し
、
合
意
を
求
め
る
べ

き
で
、
権
力
に
容
易
に
頼
る
の
は
横
着
な
政
治
だ
。」（
10
・

31
・
日
経
）

三
　
国
民
へ
の
訴
え
―――　政
治
の
中
身

三
―
１
　
国
民
の
〔
未
来
へ
の
力
〕
を
引
き
出
す
―
―

〔
生
き
が
い
〕、〔
生
き
る
喜
び
〕

『
黎
明
に
む
か
っ
て
』

『
長
く
苦
し
か
っ
た
試
練
を
経
て
、
よ
う
や
く
黎
明
が
訪

れ
て
き
ま
し
た
。
あ
た
り
は
ま
だ
闇
で
も
、
頭
を
あ
げ
て
前

を
見
れ
ば
未
来
か
ら
の
光
が
さ
し
こ
ん
で
い
ま
す
。
後
を
向

い
て
立
ち
す
く
む
よ
り
、
進
ん
で
そ
の
光
を
迎
え
入
れ
よ
う

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。』

「
国
民
に
や
る
気
を
起
こ
さ
せ
る
の
が
政
治
だ
と
思
う
…
。

第五部　大平語録



こ
う
も
し
て
あ
げ
る
、
あ
あ
も
し
て
あ
げ
る
と
い
う
の
は
政

治
で
は
な
い
と
思
う
。
政
治
は
そ
ん
な
力
も
な
い
し
、（
そ
ん

な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
と
）
だ
ん
だ
ん
失
望
が
増
す
に
す
ぎ

な
い
。
…
…
政
府
が
や
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
じ
ゃ
な
い

か
、
と
い
う
…
…
理
解
と
い
う
か
、（
共
感
を
も
た
れ
る
と
い

う
か
、）
そ
う
い
う
も
の
（
が
）
国
民
の
心
の
中
に
残
る
よ
う

な
こ
と
が
大
事
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
私
は
政
治
家
自
身
の

あ
り
方
と
か
…
…
政
党
自
身
と
か
、
政
府
の
あ
り
方
が
、
ま

ず
第
一
に
大
事
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
政
府
も
、
こ
う

し
て
い
る
、
党
も
…
…
政
治
家
も
、
汗
を
か
い
て
い
る
じ
ゃ

な
い
か
、
だ
か
ら
オ
レ
た
ち
も
、
頑
張
ろ
う
と
い
う
よ
う
な

こ
と
が
政
治
じ
ゃ
な
い
か
…
。
非
常
に
気
の
き
い
た
奇
手
妙

案
な
ん
て
も
の
は
な
い
…
。」（
10
・
22
・
サ
ン
ケ
イ
）

「
政
治
は
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
国
民
が
政
治
に
大
き
な

期
待
を
寄
せ
る
の
は
当
然
だ
と
い
う
考
え
は
行
き
過
ぎ
だ
。

政
治
の
持
つ
力
に
見
合
っ
た
と
こ
ろ
で
、
国
民
に
も
我
慢
し

て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
10
・
29
・
読
売
）

政
治
と
は
、
国
民
に
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
国
民
か
ら

未
来
へ
の
大
き
な
可
能
性
を
引
き
出
す
も
の
で
あ
る
。

三
―
２
　
「
甘
美
な
夢
」
や
「
幻
想
を
ま
き
散
ら
」
さ
な

い
―
―
「
厳
し
い
現
実
」
を
直
視
し
て
、「
時
に
は
不
人
気
政
策

も
」「

政
治
に
は
限
界
が
あ
…
る
か
ら
、
…
…
国
民
に
あ
ま
り

甘
美
な
夢
を
ま
さ
散
ら
す
よ
う
な
こ
と
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な

ら
ん
。」（
11
・
4
・
共
同
会
見
）

「
政
治
は
幻
想
を
ま
き
散
ら
す
も
の
で
は
な
い
。
厳
し
い

現
実
を
も
っ
て
国
民
に
こ
た
え
る
よ
う
に
し
た
い
。
誠
実
な

政
治
で
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。」（
11
・
1
・
日
経
・
夕
）

「
政
策
…
は
…
作
文
で
は
ダ
メ
だ
…
。
実
行
さ
れ
な
け
れ

ば
い
か
ん
…
。
作
文
は
一
晩
で
書
け
る
…
日
本
を
天
国
に
す

る
よ
う
な
作
文
は
す
ぐ
で
き
る
。
そ
ん
な
も
の
は
政
策
で
は

な
く
て
、
紙
き
れ
で
す
。
そ
れ
が
政
策
に
な
る
の
に
は
、
そ

う
い
う
政
治
情
勢
が
な
い
と
い
か
ん
し
、
そ
れ
を
成
り
立
た

す
温
度
な
り
湿
度
な
り
…
栄
養
な
り
が
な
い
と
い
か
ん
…
。

…
…
政
策
と
し
て
実
行
に
移
す
、
そ
う
い
う
状
況
を
…
ど
う

し
て
つ
く
る
の
か
が
政
治
…
」
時
に
は
不
人
気
な
政
策
を
と

ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
も
あ
る
―
―
「
き
び
し
い
け
れ
ど
も
政

治
家
の
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
任
が
あ
る
。
…
…
」

（
10
・
22
・
サ
ン
ケ
イ
）

在 素 知 贅



「
あ
る
が
ま
ま
の
現
実
を
、
一
歩
一
歩
進
め
る
の
が
政
治
。

甘
美
な
夢
を
ふ
り
ま
く
こ
と
は
慎
ま
ね
ば
」（
11
・
10
・
日

経
・
夕
）

三
―
３
「
政
府
の
過
剰
介
入
」
も
「
国
民
の
過
剰
期
待
」

も
や
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
―
―
「
甘
え
の
構
造
」
は
も
う
許

さ
れ
な
い

「
政
府
が
何
も
か
も
国
民
生
活
に
介
入
す
る
と
い
う
、
政

治
の
過
剰
介
入
は
し
て
は
な
ら
な
い
。
逆
に
国
民
の
方
も

「
す
べ
て
が
政
治
の
責
任
だ
」
と
い
う
過
剰
期
待
（
そ
の
裏
腹

の
過
剰
批
判
）
を
持
つ
こ
と
も
、
で
き
る
だ
け
や
め
な
け
れ

ば
な
ら
ん
。」（
10
・
28
・
東
京
）

「
政
府
に
も
国
民
に
対
す
る
甘
え
が
あ
り
、
国
民
に
も
政

府
に
対
す
る
甘
え
が
あ
る
。
そ
れ
が
政
治
へ
の
過
剰
な
期
待

に
な
っ
た
り
、
政
治
の
力
量
以
上
の
介
入
に
な
っ
た
り
し
て
、

そ
れ
が
（
原
因
で
）
行
政
機
構
が
重
い
も
の
に
な
り
、
財
政

の
ピ
ン
チ
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
甘
え

に
対
し
て
、
国
民
の
側
も
政
府
の
側
も
自
省
し
て
い
か
な
い

と
」
い
け
な
い
。（
10
・
22
・
読
売
）

「
甘
え
の
構
造
が
許
さ
れ
た
の
は
高
度
経
済
成
長
時
代
の

た
ま
ゆ
ら
の
出
来
事
で
あ
っ
て
、
本
来
、
経
済
に
し
て
も
財

政
に
し
て
も
厳
し
い
も
の
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
あ
る
時
期
、

減
税
を
し
な
が
ら
サ
ー
ビ
ス
を
拡
大
す
る
と
い
っ
た
離
れ
わ

ざ
が
で
き
た
の
は
そ
う
い
う
条
件
が
あ
っ
た
か
ら
な
ん
で
、

い
ま
は
内
外
と
も
そ
う
い
う
条
件
が
崩
れ
て
き
て
い
る
。
そ

の
辺
を
国
民
は
、
よ
く
知
っ
て
い
る
と
思
う
。」（
11
・
2
・

日
経
）

「
い
ま
ま
で
は
ま
だ
ど
こ
か
に
国
民
に
対
し
て
も
、
世
界

に
対
し
て
も
、
財
政
に
対
し
て
も
、
甘
え
が
あ
る
ん
で
は
な

い
か
。
し
か
し
、
だ
ん
だ
ん
そ
う
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ま
す
ね
。」「
甘

え
の
気
分
を
内
外
に
も
た
せ
な
い
で
、
政
治
が
相
当
ハ
ラ
を

く
く
っ
て
ド
ロ
を
か
ぶ
っ
て
や
ら
な
け
れ
ば
い
か
ん
時
代
が

き
た
と
い
う
こ
と
は
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ

う
。」（
10
・
22
・
サ
ン
ケ
イ
）

戦
後
わ
が
国
に
お
い
て
、
議
会
制
民
主
主
義
は
順
調
に
発

達
し
て
き
た
。
そ
の
過
程
で
、
個
人
の
権
利
や
言
論
の
自
由

を
尊
重
す
る
と
い
う
望
ま
し
い
慣
行
が
定
着
し
て
き
た
。
し

か
し
、
一
方
に
お
い
て
、
自
由
の
行
き
過
ぎ
と
か
、
無
責
任

と
か
、
自
己
中
心
的
と
か
い
う
こ
と
が
批
判
を
受
け
て
き
て

い
る
。

第五部　大平語録



こ
れ
は
、
民
主
主
義
に
伴
う
公
共
の
こ
と
や
義
務
の
面
に

つ
い
て
の
理
解
が
十
分
で
な
い
た
め
と
か
、
自
己
反
省
が
乏

し
い
た
め
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
政
治
の
側
の
お
も
ね
り

や
迎
合
の
姿
勢
が
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
助
長
し
た
面
の
あ

っ
た
こ
と
も
否
（
い
な
）
め
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
甘
え
や
迎
合
の
姿
勢
が
、
政
府
や
財
政
に
対

す
る
過
剰
な
期
待
や
政
府
の
側
の
過
剰
な
介
入
と
な
っ
て
現

わ
れ
て
き
て
い
る
。

し
か
し
、
今
や
現
実
は
極
め
て
厳
し
い
局
面
を
迎
え
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
〔
甘
え
の
構
造
〕
が
許
さ
れ
る
状
況
で
は

な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

あ
る
が
ま
ま
の
厳
し
い
現
実
を
国
民
に
訴
え
、〔
自
己
責
任
〕

の
原
点
に
立
ち
戻
っ
て
、
国
民
と
と
も
に
対
応
し
て
ま
い
り

た
い
。

「
石
油
シ
ョ
ッ
ク
の
あ
と
…
…
、
頼
る
の
は
自
分
だ
と
い

う
気
持
ち
が
出
て
き
た
と
思
う
。
そ
れ
が
企
業
で
は
減
量
経

営
、
個
人
に
つ
い
て
は
手
堅
い
消
費
と
い
う
形
で
表
れ
て
き

た
。」（
11
・
8
・
東
京
）

国
民
は
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
対
応
を
は
じ
め
て
い
る
と

思
う
。

在 素 知 贅
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