
2

き
た
い
と
思
っ
た
」、「
自
分
を
内
観
で
き

気
付
き
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
日
々
の

生
活
に
活
か
し
て
豊
か
に
生
き
た
い
」
等

の
意
見
、
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
令
和
四
年
一
月
、
第
百
二
十
一
回
人
間

学
塾
を
開
き
ま
し
た
。
今
回
の
参
加
者
は

十
一
人
で
し
た
。

　
今
回
は
、『
代
表
的
日
本
人
』
の
う
ち

中
江
藤
樹
の
章
を
皆
で
輪
読
し
ま
し
た
。

そ
し
て
大
意
を
話
し
ま
し
た
。

　
参
加
者
か
ら
「
こ
の
本
の
最
後
の
記
述

『
崇
高
な
目
的
を
持
っ
て
生
き
て
い
れ
ば
、

目
立
た
な
い
人
生
で
あ
っ
て
も
影
響
を
与

え
ら
れ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
誰
も
が
藤
樹

か
ら
学
べ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
』

に
共
感
し
た
」、
等
の
意
見
、
感
想
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　
二
月
、
第
百
二
十
二
回
人
間
学
塾
を
開

き
ま
し
た
。大
雪
で
七
人
の
参
加
で
し
た
。

　
今
回
か
ら
藤
樹
の
最
晩
年
の
著
作
『
鑑

草
』
で
す
。
こ
れ
は
、
先
生
が
女
性
の
生

き
方
に
つ
い
て
中
国
の
故
事
を
参
考
に
書

か
れ
た
も
の
で
、
儒
学
、
陽
明
学
と
共
に

仏
教
思
想
も
入
っ
て
い
る
興
味
深
い
も
の

で
す
。
原
文
と
現

代
語
訳
を
読
み
ま

し
た
。

　
今
回
は
序
文
で

す
。
大
意
は
以
下

の
と
お
り
で
す
。

　「
世
の
中
の
い

ろ
い
ろ
な
幸
福
を

比
べ
て
み
て
、
三

段
階
に
分
け
る
と

　「
藤
樹
人
間
学
塾
」
で
は
、
藤
樹
先
生

の
著
書
を
中
心
に
思
想
を
学
ぶ
と
と
も

に
、
時
事
問
題
と
組
み
合
わ
せ
て
皆
で
議

論
し
な
が
ら
考
え
を
深
め
、
日
々
の
生
活

の
場
で
実
践
す
る
こ
と
を
目
的
に
毎
月
開

催
し
て
い
ま
す
。
本
稿
で
は
そ
の
模
様
を

お
伝
え
い
た
し
ま
す
。

　
十
二
月
、
第
百
二
十
回
人
間

学
塾
を
開
き
ま
し
た
。
参
加
者

は
初
め
て
の
女
性
二
人
を
含
ん

で
十
一
人
で
し
た
。

　
今
回
で
『
中
庸
解
』
は
最
終

で
す
。
皆
で
輪
読
し
、
大
意
を

話
し
ま
し
た
。

　「
教
養
人
は
徳
性
を
尊
ぶ
ゆ
え

に
上
の
地
位
に
い
て
も
偉
そ
う

に
せ
ず
、
下
の
地
位
に
な
っ
て

も
無
駄
な
反
抗
は
せ
ず
、
道
理

の
通
る
時
世
で
あ
れ
ば
互
い
に

志
を
立
て
て
徳
の
あ
る
行
動
を
し
、
道
理

が
通
ら
な
い
時
世
で
あ
れ
ば
自
分
の
身
を

修
め
て
時
節
の
到
来
す
る
の
を
待
つ
。
詩

に
も
言
わ
れ
て
い
る
。
良
知
の
本
体
の
明

が
大
宇
宙
と
つ
な
が
っ
て
い
る
そ
の
身
体

を
守
る
と
」。

　
こ
の
節
は
人
道
を
説
い
て
い
る
の
で
、

聖
人
の
具
体
例
と
し
て『
代
表
的
日
本
人
』

の
話
を
し
ま
し
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
「
改
め
て
生
き
て
い
る

こ
と
に
感
謝
し
な
が
ら
一
日
を
大
切
に
生

す
れ
ば
、
最
上
は
健
康
と
心
の
安
寧
そ
し

て
子
孫
の
繁
栄
、
二
番
目
は
長
生
き
す
る

こ
と
、
最
後
が
出
世
し
て
裕
福
に
な
る
こ

と
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
幸
福
の
種
は
明
徳
仏
性
（
全

て
の
人
に
生
ま
れ
つ
き
備
わ
っ
て
い
る
良

心
）で
す
。
明
徳
仏
性
を
明
ら
か
に
し
て
、

ど
ん
な
こ
と
に
も
執
着
せ
ず
、
怒
ら
ず
、

頑
固
に
な
ら
ず
、
不
機
嫌
に
な
る
こ
と
が

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
親
へ
の
孝
行

に
真
心
を
尽
く
し
、夫
に
は
素
直
に
従
い
、

子
供
を
正
し
く
育
て
、
夫
の
親
族
に
は
そ

れ
ぞ
れ
親
切
に
接
し
て
、
使
用
人
に
は
思

い
や
り
を
持
ち
、
身
分
の
低
い
人
に
慈
悲

を
持
っ
て
恵
み
与
え
る
こ
と
が
明
徳
仏
性

の
修
行
に
な
る
の
で
す
。

　
こ
の
修
行
に
真
心
あ
れ
ば
、
人
は
必
ず

そ
れ
ぞ
れ
が
生
ま
れ
持
っ
て
い
る
幸
運
を

得
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。・・・・
」

　
そ
の
後
、
藤
樹
を
目
標
に
生
き
た
清
水

安
三
さ
ん
の
話
を
し
ま
し
た
。

　
参
加
者
か
ら
「
物
事
が
上
手
く
い
か
な

い
と
き
は
過
去
に
原
因
が
あ
っ
た
の
だ
と

思
う
と
受
け
入
れ
易
い
」、「『
鏡
草
』
の

時
代
と
現
代
の
時
代
背
景
の
差
は
あ
る
が

そ
の
精
神
は
現
代
に
も
十
分
価
値
が
あ
る

も
の
と
思
え
る
」
等
の
意
見
、
感
想
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　
三
月
、
第
百
二
十
三
回
人
間
学
塾
を
開

き
ま
し
た
。
参
加
者
は
十
人
で
し
た
。

　
今
回
は
『
鑑
草
』
第
一
巻
「
孝
行
と
不

孝
の
報
い
」
の
序
と
第
一
話
「
姑
の
死
を

望
ん
だ
不
孝
な
嫁
」
で
す
。
皆
で
輪
読
し

ま
し
た
。

　
大
意
は
「
人
間
は
生
ま
れ
つ
き
明
徳
仏

性
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
本
来
は
嫁
と
姑

も
仲
良
く
す
る
は
ず
だ
。
し
か
し
自
他
の

区
別
を
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
関
係
が
悪

化
す
る
。
だ
か
ら
嫁
が
常
に
明
徳
を
明
ら

か
に
し
て
孝
行
す
る
真
心
が
あ
れ
ば
、
姑

も
必
ず
心
の
曇
り
が
晴
れ
て
本
来
の
慈
愛

の
心
が
わ
き
起
こ
り
家
庭
融
和
、
子
孫
繁

栄
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
す
る

事
例
の
お
話
」
で
す
。

　
江
戸
封
建
時
代
の
男
尊
女
卑
、
家
中
心

の
考
え
方
と
現
代
と
は
時
代
背
景
は
大
き

く
異
な
り
ま
す
が
、対
人
関
係
に
お
い
て
、

嫁
と
姑
に
限
ら
ず
自
己
中
心
の
考
え
で
は

上
手
く
行
か
な
い
こ
と
は
共
通
し
て
い
ま

す
。そ
こ
で
参
考
資
料
を
使
っ
て
、「
祈
る
」

こ
と
の
効
用
が
大
き
い
こ
と
、
前
向
き
に

生
き
る
こ
と
が
人
生
を
豊
か
に
す
る
こ
と

な
ど
の
話
を
し
ま
し
た
。

　
参
加
者
か
ら
「
人
は
知
識
教
育
に
つ
い

て
は
人
類
が
今
ま
で
に
蓄
積
し
た
知
識
を

学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、
人
間
学
は
蓄
積

が
で
き
な
い
の
で
、
各
人
が
一
か
ら
学
ん

で
い
く
必
要
が
あ
る
」、
等
の
意
見
、
感

想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
人
間
学
に
関
心
の
あ
る
方
は
是
非
お
越

し
く
だ
さ
い
。
心
か
ら
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

藤
樹
人
間
学
塾
…

藤
樹
思
想
を
学
び
考
え
実
践
す
る

塾
　
長　
田
中
　
清
行

高島藤樹会の活動

　
五
月
七
日
（
土
）、
六
月
四
日
（
土
）、

　
七
月
二
日
（
土
）、
八
月
六
日
（
土
）

　
■
時
間　
（
原
則
）
十
五
時
～
十
七
時

　
■
場
所　
（
原
則
）
安
曇
川
公
民
館

藤
樹
人
間
学
塾
　
今
後
の
予
定


