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は
じ
め
に

こ
こ
に
集
め
た
信
仰
の
こ
と
ば
の
数
々
は
、
自
身
が
勇
気
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
り
は
、
世
の
中

を
あ
き
ら
め
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
の
方
が
よ
ほ
ど
多
い
。
そ
れ
に
は
も
ち
ろ
ん
理
由
が
あ
る
。

占
い
が
約
束
し
た
は
ず
の
幸
せ
に
す
が
り
つ 

け
な
く
な
っ
た
と
き
、
夢
に
描
い
た
日
々
を
思
い
出
す
こ

と
さ
え
疎う

と

ま
し
く
な
っ
た
と
き
、
世
間
か
ら
相
手
に
さ
れ
な
い
自
分
に
あ
い
そ
が
尽
き
た
と
き
…
…
、
こ

の
世
な
ら
ざ
る
も
の
に
思
い
を
ひ
そ
め
る
。
信
仰
に
向
か
っ
て
心
が
動
く
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
こ
か
ら
先

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

聖
書
や
仏
典
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
の
は
、
今
の
時
代
に
は
（
少
な
く
と
も
自
分
に
は
）
も

は
や
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
、
信
仰
に
生
き
た
人
々
が
作
り
あ
げ
た
も
の
の
大
き
さ
は
、
宗
教
を
頼
み
に

し
て
い
な
い
身
に
も
感
じ
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
の
圧
倒
的
な
迫
力
、
そ
の
恐
ろ
し
さ
、
あ
る
い
は
、
優

し
さ
、
悲
し
さ
、
そ
し
て
美
し
さ
に
囚と

ら

わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
ち
っ
ぽ
け
な
自
分
な
ど
も
う
ど
う
で
も

よ
く
な
る
。
私
た
ち
は
特
定
の
宗
教
を
信
じ
る
こ
と
は
な
く
て
も
、
信
仰
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
、
書
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か
れ
た
も
の
、
な
さ
れ
た
こ
と
を
通
じ
て
、
宗
教
の
力
を
実
感
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
偉
大
さ
を

信
じ
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
、
も
の
そ
の
も
の
に
、
あ
る
い
は
こ
と
に
、
じ
か

に
向
き
あ
え
る
場
に
自
分
を
置
こ
う
と
努
め
て
き
た
。
と
は
い
え
そ
れ
を
実
現
さ
せ
て
い
く
の
は
並
大
抵

で
は
な
く
、
半
生
を
か
け
て
も
か
な
わ
ぬ
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。

生
ま
れ
育
っ
た
土
地
で
は
教
会
が
身
近
に
あ
り
、
求
め
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
大
学
へ
進
め
る
境
遇
で

は
な
か
っ
た
が
、
も
し
も
か
な
う
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
や
芸
術
に
つ
い
て
学
び
た
い
と
願
っ
た
。

大
学
を
出
て
か
ら
、
そ
の
根
底
に
あ
る
神
学
へ
の
思
い
や
み
が
た
く
、
給
費
留
学
生
試
験
を
受
け
て
、
南

フ
ラ
ン
ス
の
神
学
大
学
で
学
ん
だ
。
帰
国
し
て
小
さ
な
女
子
大
学
に
就
職
し
、
そ
こ
で
い
ろ
い
ろ
な
授
業

を
次
か
ら
次
へ
と
受
け
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
追
わ
れ
続
け
て
、
ず
っ
と
抱
い
て
き
た
夢
も
消
え
て
し
ま

っ
た
と
き
、
同
僚
の
先
生
方
が
仏
教
や
道
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
学
ぶ
機
会
を
あ
た
え
て
く
だ
さ
っ

た
。
そ
う
し
て
専
門
と
す
る
も
の
も
な
い
ま
ま
に
歩
い
て
き
た
の
で
あ
る
。

信
仰
を
抱
く
こ
と
は
つ
い
に
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
信
仰
の
世
界
に
あ
こ
が
れ
、
思
い
め
ぐ
ら
す
こ
と

に
自
分
を
つ
な
い
で
き
た
。
い
く
つ
も
の
あ
き
ら
め
か
ら
立
ち
あ
が
ろ
う
と
し
て
き
た
。
本
書
を
手
に
と

っ
て
く
だ
さ
る
方
々
に
、
た
と
え
わ
ず
か
な
り
と
も
心
に
響
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
な
ら
、
こ
の
う
え
な
く

あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
う
。
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付
記

本
文
中
に
参
照
し
た
原
典
を
示
し
た
。
多
く
の
注
釈
書
に
助
け
ら
れ
て
読
み
解
い
た
も
の
ば
か
り
だ
が
、
そ
れ
は
注
記
し
て
い
な
い
。

と
り
わ
け
イ
ス
ラ
ー
ム
に
関
す
る
記
述
は
、
邦
文
や
欧
文
の
訳
書
に
頼
っ
た
。
文
献
を
引
用
す
る
場
合
、
本
文
に
応
じ
て
文
字
や
表
記

を
改
め
て
あ
る
。
そ
の
こ
と
も
こ
こ
に
ま
と
め
て
記
し
て
お
き
た
い
。
宗
教
文
献
に
登
場
す
る
人
々
の
呼
称
に
は
、
現
在
は
差
別
語
と

さ
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
も
と
よ
り
差
別
の
意
図
は
な
く
、
こ
こ
で
は
そ
の
ま
ま
用
い
た
。
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今
の
自
分
は
東
へ
西
へ
、南
へ
北
へ
と
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
身
で
あ
る
。

�

（『
礼
記
』「
檀
弓
上
」）『礼記』「檀弓上」より

今
の
自
分
は

東
へ
西
へ
、
南
へ
北
へ
と

行
っ
た
り
来
た
り
す
る
身
で
あ
る
。

儒
教
の
こ
と
ば

1



そ
の
人
は
幼
い
こ
ろ
父
を
亡
く
し
た
。

そ
れ
か
ら
は
母
と
ふ
た
り
き
り
で
暮
ら
し
た
。
や
が
て
母
も
亡
く
な
る
。
父
の
墓
が
ど
こ
に
あ
る
の
か

わ
か
ら
な
い
。
い
っ
し
ょ
に
眠
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
。

そ
の
人
自
身
、
中
年
を
過
ぎ
て
も
居
場
所
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
。
住
む
家
も
定
ま
ら
ぬ
身
で
あ
る
。
い

つ
か
人
づ
て
に
聞
い
て
、
亡
き
父
の
墓
が
知
れ
た
の
で
、
母
を
か
た
わ
ら
に
葬
る
こ
と
が
で
き
た
。
ふ
た

親
の
墓
を
よ
う
や
く
築
く
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。

彼
が
立
ち
去
っ
た
あ
と
、
雨
が
降
り
続
い
た
。
い
つ
し
か
大
雨
と
な
っ
た
。
聞
け
ば
、
墓
の
土
は
く
ず

れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
離
れ
た
場
所
に
い
る
身
で
は
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
だ
ま
っ
て
聞
い

て
い
る
う
ち
に
、
涙
が
ぽ
た
ぽ
た
と
こ
ぼ
れ
て
き
た
。

そ
の
人
の
名
は
、
孔
子
で
あ
る
。
あ
の
『
論
語
』
の
孔
子
で
あ
る
。
天
は
孔
子
に
さ
さ
や
か
な
父
母
の

墓
を
築
く
こ
と
さ
え
許
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
哀
話
は
儒
教
の
聖
典
『
礼ら

い

記き

』「
檀だ

ん
ぐ
う弓

上
」
に
出
て
く
る
。
紀

元
前
の
前
漢
時
代
に
成
立
し
た
書
物
と
さ
れ
、
孔
子
の
没
後
数
百
年
を
経
て
書
か
れ
た
。
や
が
て
中
国
思

想
史
に
冠
絶
す
る
孔
子
の
名
声
は
、
こ
の
と
き
す
で
に
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
挿
話

も
い
く
つ
か
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
。

孔
子
は
晩
年
な
お
も
流
浪
の
身
で
あ
っ
た
と
い
う
。
み
ず
か
ら
語
る
。
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「
今
の
自
分
は
東
へ
西
へ
、
南
へ
北
へ
と
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
身
で
あ
る
。
せ
め
て
父
母
の
墓
を
そ
れ

と
わ
か
る
よ
う
に
し
て
お
き
た
か
っ
た
」

最
初
の
一
文
、
も
と
の
漢
文
を
読
み
く
だ
せ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
原
文
は
以
下
を
参
照
。
新
釈
漢
文
大
系
『
礼

記 

上
』
明
治
書
院
、
一
九
七
一
年
）。

「
今
、
丘
や
、
東
西
南
北
の
人
な
り
」

丘
は
孔
子
の
名
で
あ
る
。
孔
子
の
母
は
巫
女
と
さ
れ
る
。
底
辺
の
身
だ
っ
た
。
孔
子
は
庶
子
だ
と
も
い

う
。
教
育
と
言
え
る
ほ
ど
の
も
の
は
受
け
て
い
な
い
。
長
じ
て
倉
庫
の
番
人
と
な
っ
た
の
ち
、
職
を
転
々

と
し
た
。
と
き
は
紀
元
前
の
春
秋
時
代
で
あ
る
。
諸
子
百
家
が
並
び
立
っ
た
。
か
つ
て
周
王
朝
に
栄
え
た

礼
の
学
問
は
す
た
れ
て
久
し
い
。
正
統
な
伝
授
が
途
絶
え
た
礼
学
ゆ
え
に
、
孔
子
は
こ
れ
を
身
勝
手
に
標

榜
し
て
仕
官
に
努
め
た
が
、
い
つ
も
状
況
が
わ
ざ
わ
い
し
て
長
続
き
し
た
た
め
し
が
な
い
。
失
意
の
連
続

だ
っ
た
。「
東
西
南
北
の
人
な
り
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
彼
の
境
遇
を
た
し
か
に
伝
え
て
い
る
。

孔
子
の
没
後
数
世
紀
を
経
て
、
そ
の
主
張
は
儒
学
と
し
て
堅
牢
堅
固
に
整
備
さ
れ
、
東
ア
ジ
ア
の
宗
教

思
想
の
根
幹
と
な
っ
て
い
く
。
彼
自
身
も
聖
人
と
崇
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
ず
っ
と
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
。

事
実
は
失
敗
の
人
生
で
あ
っ
た
。

東
西
南
北
の
人
。
――
決
し
て
他
人
事
で
は
な
い
。
お
の
が
居
場
所
が
見
つ
か
ら
な
い
。
い
ず
こ
の
土

18



地
の
土
と
終
わ
る
か
知
れ
な
い
。
ど
れ
も
身
に
つ
ま
さ
れ
る
こ
と
ば
か
り
だ
。
そ
ん
な
身
の
上
か
ら
語
り

出
さ
れ
た
こ
と
ば
に
こ
そ
、
お
つ
に
す
ま
し
た
後
世
の
聖
人
像
か
ら
は
想
像
も
つ
か
な
い
、
老
残
の
人
の

真
実
が
こ
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

19 一　　儒 教 の こ と ば



世
に
用
い
ら
れ
な
かっ
た
。だ
か
ら
な
ん
で
も
で
き
る
の
だ
。

�

（『
論
語
』「
子
罕
」）『論語』「子罕」より

世
に
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
な
ん
で
も
で
き
る
の
だ
。

儒
教
の
こ
と
ば

2



あ
る
と
き
太た

い
さ
い宰

が
孔
子
の
門
人
の
子し

貢こ
う

に
問
う
た
。
こ
の
話
は
『
論
語
』「
子し

罕か
ん

」
に
出
て
く
る
。
太
宰

と
い
う
の
は
大
臣
の
官
名
で
あ
る
。
呉ご

の
国
の
大
臣
だ
と
い
う
。
そ
の
人
が
こ
ん
な
こ
と
を
尋
ね
た
。

「
あ
の
御
方
は
本
当
に
聖
人
な
の
か
ね
。
す
い
ぶ
ん
い
ろ
い
ろ
と
お
で
き
に
な
る
よ
う
だ
が
」

世
間
で
は
孔
子
を
聖
人
と
う
わ
さ
し
て
い
る
。
大
臣
は
そ
れ
に
疑
問
を
抱
い
た
の
だ
ろ
う
。
子
貢
は
答

え
た
。

「
も
ち
ろ
ん
で
す
。
孔
子
様
は
天
の
許
し
た
も
う
た
大
聖
で
す
か
ら
、
本
当
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
お
で

き
に
な
る
の
で
す
」

の
ち
に
孔
子
は
ふ
た
り
の
問
答
を
伝
え
聞
い
て
、
こ
う
語
っ
た
と
い
う
。

「
大
臣
殿
は
私
の
素
性
を
見
抜
い
た
よ
う
だ
。
私
は
生
ま
れ
つ
い
て
か
ら
ず
っ
と
下
賤
の
身
だ
っ
た
。
だ

か
ら
つ
ま
ら
な
い
こ
と
で
も
何
で
も
こ
な
し
て
き
た
。
そ
も
そ
も
立
派
な
君
子
は
あ
れ
こ
れ
で
き
る
も
の

で
は
な
い
。
あ
れ
こ
れ
で
き
る
よ
う
な
男
が
君
子
で
あ
る
わ
け
が
な
い
」

原
文
の
一
節
は
次
の
よ
う
に
読
み
く
だ
せ
る
（
原
文
は
以
下
を
参
照
。
新
釈
漢
文
大
系
『
論
語
』
明
治
書
院
、
一
九
七
六
年

改
訂
版
）。

「
吾
、
少わ

か

く
し
て
賤い

や

し
か
り
し
。
故
に
鄙ひ

事じ

に
多
能
な
り
」

鄙
事
と
い
う
の
は
卑い

や

し
い
仕
事
の
こ
と
で
あ
る
。
な
ん
で
も
か
ん
で
も
で
き
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
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身
分
が
低
い
証
拠
で
あ
る
。
洋
の
東
西
を
問
わ
な
い
。
貴
顕
の
人
は
指
図
す
る
だ
け
で
よ
い
。
こ
ま
ご
ま

し
た
仕
事
は
召
使
い
や
奴
隷
が
す
る
。
そ
ん
な
こ
と
に
長た

け
た
や
か
ら
が
聖
人
の
は
ず
な
い
で
は
な
い
か
。

孔
子
は
そ
れ
を
わ
き
ま
え
て
い
た
。
身
に
沁し

み
て
知
っ
て
い
た
。

孔
子
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
あ
ま
り
に
多
い
。
若
い
と
き
倉
庫
の
番
人
を
し
て
い
た
と

い
う
。
こ
れ
は
司
馬
遷
の
『
史
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
牛
小
屋
の
番
人
も
し
た
と
い
う
。
家
畜
を
上
手

に
育
て
た
と
あ
る
か
ら
、
た
し
か
に
「
鄙
事
に
多
能
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

『
史
記
』
の
「
孔
子
世せ

い

家か

」
は
孔
子
の
伝
記
と
し
て
も
っ
と
も
古
く
、
ま
た
詳
細
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
あ

て
に
な
ら
な
い
こ
と
は
古
く
か
ら
言
わ
れ
て
き
た
。
た
だ
、
卑
賤
の
出
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
さ
そ

う
で
あ
る
。

先
ほ
ど
の
文
章
に
続
い
て
、
門
人
の
子し

張ち
ょ
うが

聞
い
た
孔
子
の
こ
と
ば
を
伝
え
て
い
る
。

「
自
分
は
世
に
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
な
ん
で
も
で
き
る
の
だ
」

原
文
を
読
み
く
だ
せ
ば
次
の
と
お
り
。

「
吾
、
試も

ち
いら

れ
ず
、
故
に
藝げ

い

あ
り
」

う
し
ろ
だ
て
の
な
い
人
間
の
哀
し
さ
で
あ
る
。「
藝
あ
り
」
と
は
多
能
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
で
も
器

用
に
こ
な
せ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
う
や
す
や
す
と
雇
っ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
な
ど
な
い
。
何
も
せ
ず
と
も
よ
い
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役
が
ま
わ
っ
て
く
る
、
そ
ん
な
結
構
な
境
遇
と
は
縁
が
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
仕
方
な
い
で
は
な
い
か
。

古
い
川
柳
が
あ
る
。

「
藝
が
身
を 
助
く
る
ほ
ど
の 

不ふ

仕し

合あ
わ
せ」

『
牧
野
富
太
郎
自
叙
伝
』
を
読
ん
で
い
た
ら
、
こ
の
句
が
引
い
て
あ
っ
た
。

生
家
の
た
く
わ
え
を
使
い
は
た
し
た
と
き
、
大
学
の
植
物
学
教
室
に
助
手
と
し
て
採
用
さ
れ
た
と
い
う
。

の
ち
に
そ
の
抜
群
の
業
績
が
認
め
ら
れ
理
学
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
が
、
も
と
も
と
経
歴
が
貧
し
く
、

も
ち
ろ
ん
後
見
も
な
い
。
家
族
を
養
う
に
は
ま
る
で
足
り
な
い
給
料
だ
が
、
と
も
か
く
も
職
に
あ
り
つ
く

こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
と
き
こ
の
句
を
思
い
返
し
た
そ
う
だ
。

句
の
作
者
は
京
都
の
俳
人
と
さ
れ
る
。
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
の
随
筆
集
『
東と

う
ゆ
う牖

子し

』
に
言
及
が
あ
り
、

当
時
あ
ま
ね
く
知
ら
れ
た
高
名
の
句
だ
っ
た
と
い
う
。
辞
書
（
た
と
え
ば
『
日
本
国
語
大
辞
典
』）
の
説
明
で
は
、

道
楽
で
習
い
覚
え
た
こ
と
を
、
お
ち
ぶ
れ
て
か
ら
稼
業
に
す
る
こ
と
の
情
け
な
さ
を
吐
露
し
た
作
と
さ
れ

る
。
し
か
し
牧
野
博
士
は
そ
う
し
た
意
味
で
こ
の
句
を
引
い
て
は
い
な
い
。

博
士
の
自
伝
は
肝
心
の
こ
と
は
伏
せ
て
お
い
て
手
柄
話
ば
か
り
で
あ
る
。
自
伝
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ

が
、
な
に
し
ろ
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
い
。
そ
れ
で
も
、
と
き
お
り
身
を
切
る
よ
う
な
思
い
が
透
け
て
見
え
る
。

博
士
は
あ
ま
た
の
植
物
図
譜
を
文
字
で
記
述
し
、
写
生
画
を
描
き
、
印
刷
屋
に
師
事
し
て
み
ず
か
ら
石
版
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で
印
刷
し
続
け
た
。
た
っ
た
ひ
と
り
で
そ
れ
を
こ
な
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

何
で
も
や
る
人
を
世
間
は
ほ
め
そ
や
し
、
そ
し
て
軽
ん
じ
る
。
何
で
も
か
ん
で
も
や
っ
て
生
き
て
い
く

し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
つ
ら
さ
は
本
人
し
か
知
り
よ
う
が
な
い
。
そ
ん
な
と
き
思
い
出
し
た
い
。
み
ず
か

ら
の
道
を
み
ず
か
ら
切
り
開
い
て
い
っ
た
こ
の
人
た
ち
を
。
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な
ん
と
も
香
り
高
く
端
正
で
は
な
い
か
。そ
の
周
に
私
は
従
お
う
。

�

（『
論
語
』「
八
佾
」） 『論語』「八佾」より

な
ん
と
も
香
り
高
く
端
正
で
は
な
い
か
。

そ
の
周
に
私
は
従
お
う
。

儒
教
の
こ
と
ば

3



昔
は
よ
か
っ
た
。

老
い
の
繰く

り
言ご

と

、
私
も
日
に
い
く
た
び
か
口
に
す
る
。

今
よ
り
昔
が
よ
い
は
ず
が
な
い
。
今
が
不
快
で
た
ま
ら
な
い
か
ら
、
今
の
人
が
知
ら
な
い
昔
を
持
ち
出

し
て
き
て
称
讃
す
る
。
こ
の
あ
わ
れ
む
べ
き
老
人
性
憤ふ

ん
ま
ん懣

症
の
本
家
本
元
は
、
ま
た
も
孔
子
で
あ
る
。

孔
子
の
生
き
た
時
代
、
す
で
に
上
古
の
礼
制
は
す
た
れ
て
い
た
。
礼
制
と
は
礼
儀
・
礼
法
・
礼
式
百
般

に
か
か
わ
る
細
則
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
に
し
え
の
聖
人
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
礼

の
あ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
ま
こ
と
の
文
化
が
あ
る
。
孔
子
に
と
っ
て
そ
れ
は
端
的
に
、
周
王
朝
さ
か
ん
な
り

し
と
き
の
文
化
を
指
し
た
。『
論
語
』「
八は

ち
い
つ佾

」
に
孔
子
は
讃
え
て
言
う
。

「
な
ん
と
も
香
り
高
く
端
正
で
は
な
い
か
。
そ
の
周
に
私
は
従
お
う
」

原
文
は
次
の
よ
う
に
読
み
く
だ
せ
る
。

「
郁い

く
い
く々

乎こ

と
し
て
文
な
る
か
な
。
吾
は
周
に
従
わ
ん
」

あ
や
な
す
文
化
の
花
々
が
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
に
香
り
立
っ
て
い
た
と
い
う
。
孔
子
は
そ
う
信
じ
て
や
ま

な
い
。
そ
ん
な
い
に
し
え
の
世
を
ひ
た
む
き
な
ま
で
に
敬
慕
し
た
。

原
初
の
世
界
に
理
想
の
社
会
が
実
現
し
て
い
た
と
す
る
。
か
つ
て
世
界
は
均
衡
を
保
っ
て
い
た
。
だ
が

そ
れ
は
い
つ
ま
で
も
続
か
な
い
。
い
つ
し
か
不
調
和
が
広
が
る
。
や
が
て
世
界
は
不
均
衡
な
状
態
へ
と
転
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落
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
悲
観
的
な
見
方
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
下
降
的
な
歴
史
観
が
そ
こ
に
あ
る
。

現
在
は
悪
し
き
世
で
あ
る
。
過
去
に
こ
そ
理
想
の
世
が
実
現
し
て
い
た
と
い
う
。
だ
が
、
か
つ
て
も
今

も
そ
ん
な
結
構
な
時
代
が
あ
っ
た
た
め
し
な
ど
な
い
。
つ
ま
り
は
観
念
の
中
の
拠
り
ど
こ
ろ
に
過
ぎ
な
い

の
だ
が
、
こ
う
し
た
理
念
だ
け
は
中
国
思
想
に
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。
実
現
し
な
か
っ
た
か
ら

こ
そ
、
か
え
っ
て
理
想
は
生
き
続
け
た
と
も
言
え
る
。

孔
子
に
と
っ
て
、
理
想
の
社
会
と
は
遠
い
過
去
に
存
在
し
た
も
の
で
あ
る
。
未
来
に
あ
る
も
の
で
は
な

い
。
上
古
の
帝
王
た
ち
の
時
代
に
こ
そ
人
倫
の
範
型
を
求
め
る
べ
き
だ
と
い
う
。
人
と
し
て
あ
る
べ
き
姿

と
は
、
彼
ら
が
実
現
し
て
い
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
「
先せ

ん
お
う王

の
道
」
と
呼
ぶ
。
そ
れ
か
ら
あ

と
は
こ
と
ご
と
く
堕
落
し
た
時
代
で
あ
る
。
先
王
の
道
の
復
活
、
上
古
へ
の
回
帰
こ
そ
が
後
世
の
人
間
の

務
め
。
先
王
の
道
に
倣な

ら

っ
て
、
か
つ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
礼
を
実
習
す
る
。「
学
び
て
時
に
こ
れ
を
習

う
」
の
で
あ
る
。
そ
の
積
み
重
ね
を
通
じ
て
礼
を
お
の
が
身
に
体
す
る
。
す
べ
て
は
こ
こ
か
ら
出
発
す
る
。

の
ち
の
儒
教
に
お
い
て
重
要
と
な
る
徳
目
は
「
孝
」
で
あ
り
「
仁
」
で
あ
る
。
孝
に
せ
よ
仁
に
せ
よ
、

そ
の
実
践
は
行
為
の
規
範
で
あ
る
「
礼
」
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
礼
は
伝
統
に
う
ら
づ
け
ら
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。

同
じ
「
八
佾
」
に
こ
ん
な
話
が
あ
る
。
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孔
子
が
魯ろ

の
国
の
霊
廟
に
お
い
て
礼
儀
の
作
法
を
こ
ま
ご
ま
と
尋
ね
た
。
あ
る
人
が
そ
れ
を
見
て
言
っ
た
。

「
鄹す

う

の
町
の
小
役
人
の
倅せ

が
れが

礼
を
知
っ
て
い
る
な
ど
と
誰
が
言
っ
た
の
か
。
霊
廟
に
来
て
あ
れ
こ
れ
聞
い

て
い
る
始
末
で
は
な
い
か
」

孔
子
は
言
う
。

「
そ
れ
が
礼
な
の
だ
」

鄹
は
魯
の
国
の
町
の
名
で
、
孔
子
の
亡
父
叔し

ゅ
く

粱り
ょ
う

紇こ
つ

は
そ
こ
の
役
人
だ
っ
た
と
い
う
。

ふ
り
し
世
の
礼
制
に
つ
い
て
孔
子
が
知
ら
な
か
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
そ
ん
な
昔
の
こ
と
を
記
憶
し
て

い
る
人
な
ど
も
は
や
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
し
つ
こ
く
質
問
し
た
と
こ
ろ
で
恥
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
万
全
を
期
し
て
事
細
か
に
問
い
た
だ
す
こ
と
こ
そ
礼
の
精
神
に
か
な
っ
て
い
る
。
そ
う
言
っ
て

の
け
た
の
だ
。

儒
教
の
聖
典
『
礼
記
』
は
、
か
つ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
礼
制
の
記
録
で
あ
る
。
周
王
朝
が

建
国
さ
れ
た
と
き
、
初
代
周
公
が
こ
れ
を
定
め
た
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
孔
子
は
こ
れ
を
規
範
と
し
、

こ
れ
に
倣
い
、
こ
れ
を
復
興
し
、
今
の
世
に
実
践
す
べ
く
、
あ
て
の
な
い
努
力
を
重
ね
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
な
お
、
孔
子
の
こ
の
一
徹
な
心
酔
ぶ
り
が
、
な
ぜ
か
慕
わ
し
く
も
あ
る
。
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神
霊
は
人
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
と
こ
ろ
に
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

�

（『
礼
記
』「
郊
特
牲
」） 『礼記』「郊特牲」より

神
霊
は
人
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
と
こ
ろ
に

お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

儒
教
の
こ
と
ば

4



先
祖
を
祀
る
。
こ
れ
が
儒
教
に
お
け
る
儀
礼
の
中
心
で
あ
る
。
葬
祭
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
礼
制

は
驚
く
べ
き
煩は

ん

瑣さ

な
規
則
に
満
ち
て
お
り
、
儒
教
の
聖
典
『
礼
記
』
お
よ
び
『
儀ぎ

礼ら
い

』
の
記
事
の
大
部
分

が
そ
れ
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。

何
十
日
に
も
及
ぶ
葬
祭
が
と
ど
こ
お
り
な
く
終
了
し
た
の
ち
に
、
故
人
の
霊
魂
を
安
ら
か
に
す
る
た
め

の
祭
祀
が
時
を
置
か
ず
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
れ
を
虞ぐ

祭さ
い

と
呼
ぶ
。「
虞
」
は
安
ら
か
に
す
る
意
で
あ
る
。

新
た
に
主
人
と
な
っ
た
喪
主
が
故
人
の
霊
魂
を
祀
る
に
あ
た
り
、
故
人
の
孫
を
選
ん
で
そ
の
「
か
た
し

ろ
」
に
迎
え
る
。
こ
れ
を
尸し

と
い
う
。
尸
は
屍し

の
も
と
の
字
で
あ
り
、
本
来
は
「
し
か
ば
ね
」
を
意
味
す

る
が
、『
礼
記
』「
郊こ

う

特と
く

牲せ
い

」
に
「
尸
は
神し

ん

の
象

か
た
ど
りな

り
」
と
あ
っ
て
、
神
霊
を
か
た
ど
る
も
の
と
さ
れ
た
。

子
が
親
を
祀
る
の
に
、
も
は
や
そ
の
姿
か
た
ち
を
見
る
こ
と
が
か
な
わ
な
い
。
そ
こ
で
尸
を
立
て
た
。

な
ぜ
孫
か
と
言
え
ば
、
祀
ら
れ
る
者
の
嗣
子
は
喪
主
本
人
な
の
で
尸
に
は
な
れ
な
い
。
尸
が
故
人
の
か
た

し
ろ
で
あ
る
以
上
、
故
人
の
お
も
か
げ
を
宿
し
て
い
る
孫
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
故
人
の
服
を
ま
と
わ

せ
、
故
人
そ
の
人
の
ご
と
く
に
な
っ
た
尸
を
招
い
て
饗
宴
が
始
ま
る
。

主
人
の
兄
弟
が
尸
を
と
も
な
っ
て
門
に
入
る
。
主
人
は
尸
に
着
座
を
う
な
が
す
。
こ
の
と
き
次
の
よ
う

に
問
う
。

「
神
霊
が
ど
こ
に
お
ら
れ
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
あ
ち
ら
で
し
ょ
う
か
、
こ
ち
ら
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
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と
も
神
霊
は
人
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
と
こ
ろ
に
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
」

原
文
は
「
神し

ん

の
在あ

る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
。
彼か

し
こに

於
い
て
か
、
此こ

こ

に
於
い
て
か
、
或
い
は
諸こ

れ
人
に
遠
ざ

か
る
か
」
と
読
み
く
だ
せ
る
。
天
と
地
と
、
東
西
南
北
の
四
方
に
向
か
っ
て
故
人
の
霊
魂
に
尋
ね
た
の
ち
、

こ
れ
を
招
く
の
で
あ
る
。

庭
で
犠い

け
に
え牲

を
屠ほ

ふ

り
、
そ
の
頭か

し
らを

室
内
に
運
ん
で
お
供
え
す
る
。
尸
を
も
て
な
す
に
あ
た
り
、
主
人
み
ず

か
ら
最
善
の
品
々
を
調
え
る
。
生
肉
を
大
小
さ
ま
ざ
ま
に
切
っ
た
も
の
を
あ
つ
ら
え
、
茹
で
た
も
の
や
煮

た
も
の
を
あ
つ
ら
え
て
お
く
。
ど
れ
か
一
種
で
は
神
霊
の
心
に
か
な
う
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
尸
に
仕
え
る
人
々
の
恭
順
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
し
た
と
こ
ろ
で
、
亡
く
な
っ
た
人

の
霊
魂
が
は
た
し
て
ど
こ
に
い
る
の
か
知
る
す
べ
も
な
く
、
誰
に
も
定
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、

あ
と
に
残
さ
れ
た
人
々
は
奉
仕
に
心
を
砕
く
の
で
あ
っ
た
。

饗
宴
の
座
で
、
主
人
は
尸
を
拝
し
、
三
た
び
食
を
勧
め
る
。
尸
が
三
た
び
食
す
る
。
ま
た
三
た
び
勧
め
、

三
た
び
食
し
、
さ
ら
に
三
た
び
勧
め
、
三
た
び
食
す
る
。
こ
れ
を
九き

ゅ
う

飯は
ん

と
い
う
。
さ
ら
に
主
人
は
酒
を
爵し

ゃ
くと

い
う
器
に
酌く

ん
で
尸
に
勧
め
る
。
主
人
か
ら
尸
へ
、
尸
か
ら
主
人
へ
と
献
杯
が
く
り
か
え
さ
れ
る
。

や
が
て
宴
が
果
て
る
と
、
主
人
は
哭こ

く

し
、
夫
人
も
哭
す
る
。
哭
は
慟ど

う
こ
く哭

で
あ
る
。
こ
れ
も
儀
式
の
一
環

で
あ
っ
た
。
尸
が
門
を
出
る
。
主
人
は
夫
人
と
と
も
に
ふ
た
た
び
哭
す
る
。
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以
上
で
一
回
の
虞
祭
が
終
了
す
る
。

昔
の
中
国
の
人
々
は
考
え
た
。
人
は
精
神
と
肉
体
か
ら
で
き
て
い
る
の
だ
と
。

精
神
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
を
魂こ

ん

と
い
い
、
肉
体
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
を
魄は

く

と
い
う
。
魂
と
魄
と
が
ひ
と

つ
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
き
、
人
は
生
を
営
ん
で
い
る
。
や
が
て
生
を
終
え
る
と
魂
魄
は
分
離
す
る
と
考

え
た
。

か
く
し
て
子
孫
は
祭
祀
の
場
で
、
は
な
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
先
祖
の
霊
魂
を
呼
び
も
ど
し
て
再
生
さ
せ

た
の
で
あ
る
。
先
祖
の
忌
日
に
も
ま
た
一
族
の
者
を
選
び
、
そ
こ
に
魂
と
魄
を
依
り
つ
か
せ
た
。
香
を
焚

い
て
天
か
ら
魂
を
招
き
、
酒
を
大
地
に
そ
そ
い
で
魄
を
呼
び
起
こ
す
。
こ
う
い
う
習
俗
は
地
球
上
の
多
く

の
民
族
が
お
こ
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
招
魂
儀
礼
で
あ
る
。
漢
民
族
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。

後
世
の
儒
者
に
よ
っ
て
肅し

ゅ
く

然ぜ
ん

と
整
備
さ
れ
た
典
礼
か
ら
は
お
よ
そ
想
像
も
つ
か
な
い
よ
う
な
、
恍
惚
に

満
ち
た
降
霊
の
儀
式
に
よ
っ
て
、
死
者
は
い
っ
と
き
な
つ
か
し
い
家
族
の
も
と
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
。

孫
の
体
に
乗
り
移
っ
た
亡
き
人
の
霊
魂
を
、
心
を
尽
く
し
て
お
迎
え
す
る
。
残
さ
れ
た
者
た
ち
は
あ
た
か

も
死
者
に
ま
み
え
る
が
ご
と
く
、
死
者
は
そ
の
場
に
居
ま
す
が
ご
と
く
、
幽
明
境
を
異
に
す
る
一
族
が
ふ

た
た
び
つ
ど
い
あ
っ
て
正
餐
に
あ
ず
か
る
。
か
つ
て
目
の
前
の
御
馳
走
を
と
も
に
し
、
と
も
に
談
笑
し
、

つ
い
に
み
ま
か
っ
た
人
も
、
今
日
は
こ
こ
に
い
る
。
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こ
う
し
た
死
者
と
生
者
の
む
つ
み
あ
う
ぬ
く
も
っ
た
世
界
は
し
か
し
、
い
つ
し
か
漢
民
族
の
文
明
社
会

か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
、
冷
た
い
秩
序
の
背
後
に
追
い
や
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
、
亡
く
な
っ
た
人

の
魂
に
語
り
か
け
る
行
為
が
絶
え
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
私
た
ち
に
と
っ
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

次
項
で
考
え
て
み
た
い
。
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君は、

何と闘うか？

マーカー部分をクリックして、「ジセダイ」
をチェック!!!

「ジセダイ」は、20代以下の若者に向けた、
行動機会提案サイトです。読む→考える→行
動する。このサイクルを、困難な時代にあっ
ても前向きに自分の人生を切り開いていこう
とする次世代の人間に向けて提供し続けます。

ジセダイイベント

ジ セ ダ イ 総 研

星海社新書試し読み

メ イ ン コ ン テ ン ツ
著者に会える、同世代と話せるイベントを毎月

開催中！　行動機会提案サイトの真骨頂です！

若手専門家による、事実に基いた、論点の明確な読み物を。

「議論の始点」を供給するシンクタンク設立！

既刊・新刊を含む、
すべての星海社新書が試し読み可能！

https://ji-sedai.jp

https://ji-sedai.jp/event/info/
https://ji-sedai.jp/series/research/
https://ji-sedai.jp/book/publication/
https://ji-sedai.jp



