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 Introduction to an Intellectual History of the
 “Happiness” (幸福・幸・さいわい・しあわせ)

Discourse in Modern Japan

KATO Michiko

Summary 
When did the word “happiness (幸福: kōfuku)” first appear in Japan and when did 
it come to be used in the modern sense?  To answer this question, I envision an 
intellectual history of the Japanese “happiness” discourse. In this study, as the 
first step, I have provided an overview of the history of the word “happiness” in 
Japanese. This attempt positions the “happiness” that prevails in modern times 
within history.  The word “happiness” is a concept that has been popular as a 
translated word since the Meiji era. The Japanese words shiawase (しあはせ) and 
saiwai (さひはひ) in the pre-modern period meant “luck,” “events that happen 
by chance,” or “things that are bestowed by God as good luck,” which differs 
conceptually from the modern concept of happiness.

The translated word “happiness (幸福: kōfuku)” is a concept that was in-
troduced in Japan by the Enlightenment thinkers in the early Meiji era along 
with the concept of human rights. They also introduced the words “individual” 
and “society,” concepts that did not exist in pre-modern Japan. Works such as 
Western Affairs (written by Yukichi Fukuzawa and published in 1866), Self Help
(translated by Masanao Nakamura and published in1970), The Elements of Moral 
Science (translated by Taizō  Abe and published in1974), led to the proliferation 
of the word “happiness.” However, this word was not simply imported from 
Western thought but was remade in the translation process and accepted as an 
image of “happiness” that was backed by the national ideals of the Meiji era.

近代日本における「幸福」言説の登場
─「幸福」言説の思想史への序論─

加 藤 み ち 子
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近
代
日
本
に
お
け
る
「
幸
福
」
言
説
の
登
場

─
「
幸
福
」
言
説
の
思
想
史
へ
の
序
論

─

加
藤
み
ち
子

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
近
代
日
本
／
「
幸
福
」
／
福
沢
諭
吉
／
中
村
正
直
／
『
西
国
立
志
編
』
／
阿
部
泰
蔵
／
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
／

『
修
身
論
』

一

は
じ
め
に

「
幸
福
」
と
い
う
言
葉
は
日
本
で
い
つ
登
場
し
、
い
つ
頃
か
ら
現
代
の
よ
う
な
「
幸
福
感
」
の
意
味）

1
（

で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
「
幸
福
」
言
説
を
め
ぐ
る
思
想
史
を
構
想
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
日
本

に
お
け
る
「
幸
福
」
と
い
う
言
葉
の
来
歴
を
検
討
す
る
。
な
お
こ
こ
で
は
「
幸
福
」
に
関
連
す
る
内
容
を
指
示
す
る
と
認
め
ら
れ

る
用
語
群
［
幸
福
・
幸
・
し
あ
わ
せ
・
さ
い
わ
い
］
を
「
幸
福
」
言
説
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

「
幸
福
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
こ
こ
十
数
年
ほ
ど
非
常
な
高
ま
り
を
み
せ
て
お
り
、
人
生
論
、
対
人
関
係
論
か
ら
心
理
学
や
経

済
学
な
ど
多
様
な
分
野
に
お
け
る
幸
福
を
め
ぐ
る
書
物
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
が
、
現
在
も
刊
行
・
閲
覧
数
を
伸
ば
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
近
年
の
「
幸
福
」
言
説
を
め
ぐ
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
状
況
に
対
し
、
筆
者
は
大
き
な
違
和
感
を
覚
え
る
。
な
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近代日本における「幸福」言説の登場

ぜ
現
代
人
は
そ
ん
な
に
も
「
幸
福
」
と
い
う
も
の
に
熱
中
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
「
幸
福
」
は
、
そ
ん
な
に
も
誰
で

も
が
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
う
一
つ
疑
問
が
あ
る
。
巷
に
あ
ふ
れ
る
議
論
を
眺
め
て
み
る
と
、
多
く

の
議
論
に
お
い
て
、「
幸
福
」
の
中
身
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
幸
福
感
」
と
い
う
感
覚
（
感
情
）
を
指
し
て
お
り
、
な
ぜ
そ
の
意
味

で
使
う
の
か
に
つ
い
て
説
明
が
な
い
こ
と
も
多
い
。
こ
れ
も
ま
た
非
常
に
不
可
解
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
幸
福
」
の
定
義
は
い

つ
ご
ろ
か
ら
、
自
明
の
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
現
代
日
本
に
お
い
て
、
自
明
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
て
い
る
「
幸
福
」
に
対
す
る
、
右
記
の
よ
う
な

疑
問
に
基
づ
く
問
題
提
起
で
あ
る
。
提
示
し
た
い
こ
と
は
二
つ
あ
る
。
第
一
は
、「
幸
福
を
求
め
る
」
こ
と
は
当
た
り
前
で
も
自

明
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
。
第
二
は
、
幸
福
の
中
身
が
「
幸
福
感
（
情
）」
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
、
時
代
を
超
え
た
普
遍
的

な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
代
の
「
幸
福
」
は
、
特
定
の
価
値
観
に
基
づ
く
一
つ
の
立
場
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
な
お
、
現
代
流
布
す
る
「
幸
福
」
を
、
歴
史
相
対
的
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
視
点
は
、
キ
ャ
サ
リ
ン
・

キ
ン
グ
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
氏）

2
（

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
欧
米
に
お
い
て
は
い
く
つ
か
先
行
研
究
が
あ
る）

3
（

。
し
か
し
、
日
本
に
お
け

る
こ
う
し
た
視
点
に
よ
る
研
究
は
、
管
見
の
範
囲
で
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
上
記
の
目
標
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
日
本
語
と
し
て
の
「
幸
福
」
の
来
歴
の
検
討
を
行
う
。
結
論
か
ら
言

え
ば
、「
幸
福
」
と
い
う
言
葉
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
翻
訳
語
と
し
て
登
場
し
、
近
代
以
降
に
普
及
し
た
概
念
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
第
一
に
前
近
代
の
用
例
と
意
味
を
検
討
し
、
翻
訳
語
「
幸
福
」
登
場
前
後
の
状
況
を
確
認
す
る
。
第
二
に
明
治
初
頭
に

お
い
て
翻
訳
語
「
幸
福
」
の
使
用
と
流
布
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
三
つ
の
著
作
、
す
な
わ
ち
、
福
沢
諭
吉
著
『
西
洋
事
情
』、

中
村
正
直
訳
『
西
国
立
志
編
』、
阿
部
泰
蔵
訳
『
修
身
論
』
に
お
け
る
「
幸
福
」
に
つ
い
て
検
討
し
、
明
治
初
頭
に
お
け
る
そ
の

意
味
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
前
近
代
の
用
語
と
翻
訳
語
「
幸
福
」
を
結
び
つ
け
る
辞
典
類
の
役
割
の
展
望
を
述
べ
る
。

現
代
日
本
語
の
多
く
が
、
明
治
初
頭
に
欧
米
の
言
語
か
ら
翻
訳
さ
れ
た
概
念
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、



─ 4 ── 4 ─

も
と
も
と
日
本
語
に
な
か
っ
た
概
念
は
造
語
さ
れ
、
そ
の
新
造
語
の
定
着
と
普
及
に
伴
い
、
欧
米
の
思
想
が
日
本
に
も
普
及
し
た
、

と
い
う
事
実
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る）

4
（

。「
幸
福
」
と
い
う
言
葉
も
同
様
の
来
歴
を
持
つ
と
す
る
な
ら
ば
、
現
代
に
お

け
る
「
幸
福
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
行
う
際
に
、
ま
ず
は
当
初
の
意
味
と
そ
の
変
遷
を
位
置
付
け
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
本
稿
の
作
業
に
よ
り
、
現
代
の
「
幸
福
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
歴
史
相
対
的
視
点
を
導
入
す
る
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

二

前
近
代
の
用
例
：「
幸
福
」
登
場
前
夜

本
節
で
は
、
前
近
代
に
お
け
る
用
例
と
、
近
代
に
お
け
る
最
初
の
用
例
な
ど
を
確
認
し
て
い
く
。

（
一
）
「
幸
福
」
と
い
う
語
の
初
出

「
幸
福
」
と
い
う
熟
語
は
、
わ
が
国
の
前
近
代
お
い
て
は
、
和
語
（
や
ま
と
こ
と
ば
））

5
（

と
し
て
も
漢
語
と
し
て
も
ほ
と
ん
ど
使

用
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
一
七
世
紀
以
前
に
我
が
国
で
流
布
し
た
代
表
的
な
字
典
・
辞
典
類
、
例
え
ば
『
和
名
類
聚
抄
』（
一
〇

世
紀
）、『
節
用
集
』（
一
五
世
紀
）
に
も
、
一
七
世
紀
初
頭
成
立
の
日
本
語
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
辞
典
『
日
葡
辞
書
』
に
も
そ
の
言
葉

は
見
当
た
ら
な
い）

（
（

。

管
見
の
範
囲
で
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
読
本
作
者
に
し
て
文
人
で
あ
る
、
上
田
秋
成
（
一
七
三
四
～
一
八
〇
九
）
の
『
雨
月
物

語
』（
一
七
七
六
年
）
に
登
場
す
る
の
が
最
古
の
用
例
と
思
わ
れ
る）

7
（

。

例
え
ば
、「
上

じ
や
う

皇く
は
うの

幸さ
ひ

福は
い

い
ま
だ
盡つ

き

ず
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
同
物
語
中
「
白
峯
」
の
中
に
出
て
く
る
言
葉
で
あ
る
。「
白
峯
」

は
、
歌
人
・
西
行
が
、
讃
岐
国
に
あ
る
在
俗
時
代
の
主
、
崇
徳
院
の
陵
墓
、
白
峯
陵
に
参
拝
し
た
折
、
崇
徳
上
皇
の
亡
霊
と
対
面
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近代日本における「幸福」言説の登場

し
、
論
争
す
る
と
い
う
筋
書
き
で
あ
る
。
上
記
引
用
箇
所
の
意
味
は
、
上
皇
の
運
は
い
ま
だ
尽
き
て
い
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
が
、
こ
の
場
合
の
「
幸
福
」
は
、
運
（
幸
運
）
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
他
で
は
、
も
う
少
し
時
代
が
下
り
、
幕
末
に
編
纂
さ
れ
た
辞
書
、『
諳
厄
利
亜
興
学
小
筌
』（
一
八
一
一
年
）、
及
び
『
諳

厄
利
亜
国
語
林
大
成
』（
一
八
一
四
年
）
に
稀
少
な
例
が
あ
る
。『
諳
厄
利
亜
興
学
小
筌
』
は
、
長
崎
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
の
本
木
庄
左

衛
門
（
一
七
六
七
～
一
八
二
二
）
が
中
心
と
な
り
、
幕
命
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
英
学
書
で
あ
る
。
本
書
で
は
「Fortune

」
の
訳

と
し
て
「
幸
福
」
の
語
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
本
木
に
よ
る
英
単
語
集
『
諳
厄
利
亜
国
語
林
大
成
』
で
は
、

「Fortune

」
と
「H

appiness

」
に
「
幸
福
」
が
宛
て
ら
れ
て
い
る）

8
（

。
な
お
、
こ
れ
ら
の
辞
書
は
江
戸
時
代
に
一
般
人
の
目
に
触

れ
る
こ
と
は
な
く
、
幕
府
の
秘
書
で
あ
っ
た
。

更
に
精
査
す
れ
ば
使
用
例
を
見
い
だ
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
以
上
の
調
査
結
果
か
ら
見
て
、「
幸
福
」
と

い
う
熟
語
は
、
前
近
代
で
は
、
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
て
い
な
い
言
葉
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
よ
い
と
考
え
る
。
な
お
、
上
記
の
用

例
の
読
み
は
い
ず
れ
も
「
さ
ひ
は
ひ
（
さ
い
わ
い
）」
で
あ
り
、
熟
語
と
し
て
の
「
幸
福
（
こ
う
ふ
く
）」
が
明
治
以
降
に
成
立
し

た
新
し
い
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
か
ら
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
「
し
あ
は
せ
（
し
あ
わ
せ
））

9
（

」
と
「
さ
ひ
は
ひ
／
さ
き
は
ひ
（
さ
い
わ
い
）」

「
幸
福
（
こ
う
ふ
く
）」
と
い
う
言
葉
は
、
前
近
代
に
は
、
ほ
と
ん
ど
用
例
が
な
か
っ
た
こ
と
を
す
で
に
確
認
し
た
が
、
現
代
日

本
語
と
し
て
、
幸
福
と
ほ
ぼ
同
意
と
し
て
用
い
ら
れ
る
「
し
あ
は
せ
（
し
あ
わ
せ
）」、「
さ
ひ
は
ひ
／
さ
き
は
ひ
（
さ
い
わ
い
）」

と
い
う
言
葉
は
、
古
来
使
用
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
前
近
代
の
「
し
あ
は
せ
」「
さ
ひ
は
ひ
／
さ
き
は
ひ
」
は
、
現
代
語
の

「
幸
福
」
と
は
異
な
る
意
味
を
持
つ
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
意
味
と
用
例
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
し
あ
は
せ
（
仕
合
・
為
合
）」
と
は
、
動
詞
「
し
あ
は
す
」
の
連
用
形
で
あ
り
、「
し
あ
は
す
」
と
は
、
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ



─ （ ── （ ─

る
、
な
い
し
、
う
ま
く
や
り
お
お
せ
る
、
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
あ
る
。

例
え
ば
「
お
の
づ
か
ら
仕
合
は
せ
て
点
な
ど
あ
れ
ど
も
、
新
し
き
物
と
は
み
へ
ず
」（『
連
理
秘
抄
』、
傍
線
筆
者
以
下
同
）
と

用
い
る）

（1
（

。
自
然
に
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
、
結
果
と
し
て
う
ま
く
や
り
お
お
せ
る
、
と
い
う
意
味
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
こ
か
ら
派
生
し
た
名
詞
「
し
あ
は
せ
」
は
、「
め
ぐ
り
合
わ
せ
。
運
命
」、「
運
が
よ
く
な
る
こ
と
。
う
ま
い
具
合
に
い
く
こ
と
」、

「
物
事
の
や
り
方
。
ま
た
、
事
の
次
第
」
な
ど
と
用
い
ら
れ
た
。

次
に
「
さ
き
は
（
幸
・
富
・
福
）
ひ
」
と
は
、
動
詞
「
さ
き
は
ふ
」
を
名
詞
化
し
た
も
の
で
あ
り
、「
さ
き
は
ふ
」
と
は
「
よ

い
運
に
あ
う
。
豊
か
に
栄
え
る
。
福
を
齎
す
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。

例
え
ば
、「
言
霊
（
こ
と
だ
ま
）
の
さ
き
は
ふ
国
と
語
り
つ
ぎ
」（『
万
葉
集
』）
な
ど
と
用
い
る
。
こ
こ
で
、「
さ
き
は
ひ
」
の

享
受
者
が
福
や
富
を
得
る
と
い
う
面
で
は
現
代
語
の
幸
福
に
通
じ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
齎
す
主
体
は
、
目
に
見
え
な

い
霊
力
や
運
の
力
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、「
運
の
い
い
さ
ま
。
都
合
の
い
い
さ
ま
」
と
い
う
意
味
に
つ
な
が
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
類
語
と
し
て
、
ち
は
ふ
（
幸
ふ
／
護
ふ
）
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
こ
れ
は
「
神
が
霊
力
を
発
揮
し
て
守
っ

て
く
だ
さ
る
」
こ
と
を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

以
上
を
整
理
す
る
と
、
前
近
代
日
本
語
と
し
て
の
「
し
あ
は
せ
」、
あ
る
い
は
「
さ
ひ
は
ひ
／
さ
き
は
ひ
」
と
い
う
言
葉
は
、

「
良
い
め
ぐ
り
あ
わ
せ
に
よ
り
、
運
よ
く
」「
豊
か
さ
や
福
を
齎
さ
れ
て
い
る
状
態
」
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は
「
神
な
ど
の
霊
力

が
働
い
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
三
）
「
さ
ち
」
と
「
ふ
く
」

前
近
代
に
お
い
て
「
幸
福
」
と
い
う
熟
語
こ
そ
見
ら
れ
な
い
が
、「
さ
ち
（
幸
・
獲
・
利
）」
と
「
ふ
く
（
福
）」
と
い
う
別
々

の
語
は
存
在
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
の
か
も
見
て
お
き
た
い
。



─ 7 ── 7 ─

近代日本における「幸福」言説の登場

ま
ず
「
さ
ち
」
と
は
、「
海
や
山
で
と
れ
る
食
物
。
獲
物
。
収
穫
」
を
意
味
し
、
転
じ
て
、
獲
物
を
と
る
道
具
、
ま
た
は
、
そ

れ
が
も
つ
霊
力
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
『
日
本
書
紀
・
神
代
巻
』
に
で
て
く
る
「
海
幸
（
う
み
さ
ち
）・
山
幸
（
や
ま

さ
ち
）」
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
現
代
日
本
語
で
も
「
海
の
幸
・
山
の
幸
」
と
用
い
る
。

他
方
「
ふ
く
」
と
は
、「
禍
（
か
）」
の
反
対
概
念
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
日
本
霊
異
記
』
に
「
到
る
所
を
知
ら
不
る
が
故
に
、

為
に
福
を
修
す
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、「
此
す
ず
は
く
ら
ま
の
ふ
く
に
て
さ
ぶ
ら
ふ
ぞ
」（『
古
今
著
聞
集
』）
と
い
う
よ
う
に
、

「
ふ
く
」
の
背
後
に
は
「
く
ら
ま
（
筆
者
注
：
鞍
馬
山
の
神
）
と
い
う
よ
う
に
、
神
仏
よ
り
与
え
ら
れ
る
贈
り
物
と
し
て
よ
き
運
が

あ
る
、
と
い
う
観
念
が
控
え
て
い
た
。

以
上
ま
と
め
る
と
、「
さ
ち
」
と
「
ふ
く
」
は
、
食
物
や
獲
物
、
の
ち
に
は
金
銀
な
ど
を
持
つ
豊
か
さ
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
れ
を
我
々
が
享
受
す
る
の
は
幸
運
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、「
さ
ち
・
ふ
く
」
と
は
、
入
手
す
る
道
具
や
、
そ
れ
を
も
た

ら
す
神
仏
に
備
わ
る
「
霊
力
（
ち
）」
に
よ
り
齎
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
四
）
漢
語
：「
幸
」
と
「
福
」

漢
語）

（（
（

の
用
例
で
も
、
前
近
代
に
お
い
て
は
「
幸
福
」
と
い
う
熟
語
の
例
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
い）

（1
（

。
そ
こ
で
、「
幸
」
と
「
福
」
の

原
義
を
概
観
し
て
お
く
。

白
川
静
『
字
訓
』
に
よ
れ
ば）

（1
（

、「
幸
」
と
い
う
文
字
は
、
解
字
す
る
と
、「
夭
：
早
死
に
」
と
「
逆
：
さ
か
ら
う
」
を
組
み
合
わ

せ
た
も
の
で
あ
り
「
早
死
に
を
ま
ぬ
か
れ
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
字
形
で
あ
る
。
ま
た
、「
幸
：
手
枷
の
象
形
」
で
あ
る
と
い
う

説
も
あ
り
、
こ
の
場
合
、「
手
枷
か
ら
逃
れ
る
」
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
。
以
上
の
意
義
を
反
映
し
て
、
本
字
の
基
本
と
な
る

意
味
は
、「
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
」
を
内
容
と
し
て
、「
め
で
た
い
、
え
ん
ぎ
が
よ
い
」、「
い
か
す
、
あ
わ
れ
む
、
め
ぐ
む
」
の

内
容
を
も
っ
て
「
さ
い
わ
い
す
る
」
と
い
う
文
字
と
な
る
。
ま
た
、
転
じ
て
、「
し
た
し
む
、
め
で
る
、
い
つ
く
し
む
。
伽
に
は
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べ
ら
せ
る
、
親
愛
せ
ら
れ
る
者
、
め
ぐ
み
、
た
ま
も
の
、
よ
ろ
こ
ぶ
、
こ
の
む
、
こ
ひ
ね
が
ふ
」
な
ど
の
意
味
も
持
つ
が
、
特
筆

す
べ
き
は
「
お
も
い
が
け
な
く
得
た
さ
い
わ
い
（
僥
倖
）」、
副
詞
と
し
て
「
都
合
よ
く
、
折
よ
く
」
の
意
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
和
語
の
「
し
あ
は
せ
・
さ
ひ
は
い
」
と
同
様
に
、
享
受
者
の
意
図
と
は
関
わ
り
な
く
思
い
が
け
な
く
得
ら
れ
る
も
の

が
「
幸
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

他
方
「
福
」
と
い
う
字
に
は
「
め
で
た
い
こ
と
、
富
、
満
ち
足
り
る
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
が
、
玄
意
と
し
て
は
、「
ひ
も
ろ

ぎ
（
祭
祀
に
そ
な
え
た
供
え
物
、
祭
り
が
終
わ
る
と
人
に
分
け
配
る
）」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
が
祭
祀
を
通
し
て
、「
与
え

ら
れ
る
も
の
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
節
で
見
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
よ
う
。
前
近
代
の
日
本
語
で
は
、
和
語
・
漢
語
と
も
に
に
「
幸
福
」
と
い
う
熟
語
は

存
在
し
て
お
ら
ず
、
関
連
語
で
あ
る
「
し
あ
は
せ
（
し
あ
わ
せ
）」・「
さ
ひ
は
ひ
（
さ
い
わ
い
）」
や
「
さ
ち
（
幸
）」「
ふ
く

（
福
）」
で
は
、
幸
運
・
僥
倖
が
、
そ
の
基
本
的
な
意
味
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
自
ら
求
め
て
得
る
も
の
で
は
な
く
、
享
受

者
の
意
向
と
は
関
わ
り
な
く
、
神
仏
の
霊
力
や
僥
倖
に
よ
り
「
や
っ
て
く
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。

す
な
わ
ち
、
現
代
の
幸
福
論
が
自
明
の
前
提
と
す
る
「（
個
人
の
）
幸
福
感
（
情
）」
を
「
幸
福
・
幸
い
」
と
い
う
言
葉
で
と
ら

え
る
こ
と
や
、
そ
の
言
葉
で
と
ら
え
ら
れ
た
も
の
を
「
個
人
が
求
め
る
」
と
い
う
発
想
が
、
わ
が
国
の
前
近
代
の
歴
史
の
中
に
存

在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た）

（1
（

と
考
え
る
。

三

翻
訳
語
「
幸
福
」
の
登
場

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
幸
福
（
か
う
ふ
く
／
こ
う
ふ
く
）」
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
頭
に
翻
訳
語
と
し
て
登
場
し
た
熟
語
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で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
に
も
わ
ず
か
な
用
例
が
あ
る
と
は
い
え
、
こ
の
語
は
、
前
近
代
に
は
一
般
に
周
知
さ
れ
使
用

さ
れ
た
言
葉
で
は
な
か
っ
た
。

幕
末
か
ら
明
治
初
頭
に
翻
訳
語
「
幸
福
」
の
使
用
と
流
布
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
明
六
社
メ
ン
バ
ー
を
中
心
と
す

る
啓
蒙
思
想
家
た
ち
で
あ
っ
た
。
明
六
社
は
、
福
沢
諭
吉
（
一
八
三
五
～
一
九
〇
一
）、
西
周
（
一
八
二
九
～
一
八
九
七
）、
加
藤

弘
之
（
一
八
三
六
～
一
九
一
六
）、
森
有
礼
（
一
八
四
七
～
一
八
八
九
）、
中
村
正
直
（
一
八
三
二
～
一
八
九
一
）
な
ど
、
当
時
の

代
表
的
知
識
人
を
集
め
、
集
会
を
開
き
、『
明
六
雑
誌
』
を
発
行
し
て
西
欧
新
思
想
の
啓
蒙
に
努
め
る
な
ど
、
時
代
の
最
先
端
に

あ
る
華
々
し
い
存
在
だ
っ
た）

（1
（

。
彼
ら
、
海
外
の
言
語
や
事
情
に
精
通
し
た
知
識
人
た
ち
が
、
外
来
語
の
訳
語
を
創
作
し
、
ま
た
旧

来
の
漢
語
を
利
用
し
つ
つ
も
意
味
を
改
変
し
、
例
え
ば
「
個
人individual

」「
社
会society

」「
哲
学philosophy

」「
芸
術

art

」
な
ど
の
翻
訳
語
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る）

（1
（

。
そ
う
し
た
翻
訳
語
群
の
一
つ
と
し
て
「
幸
福
」
も
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
最
初
期
の
「
幸
福
」
の
流
布
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
み
ら
れ
る
の
が）

（1
（

、
福
沢
諭
吉
『
西
洋
事
情
』（
一
八
六
六

年
）、『
西
国
立
志
編
』（
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ス
マ
イ
ル
ズ
著
、
中
村
正
直
訳
、
一
八
七
〇
年
）、『
修
身
論
』（
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ウ
ェ
ー

ラ
ン
ド
著
、
阿
部
泰
蔵
訳
、
文
部
省
編
纂
、
一
八
七
四
年
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
用
例
と
意
味
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（
一
）
福
沢
諭
吉
著
『
西
洋
事
情
』

『
西
洋
事
情
』
は
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
三
度
（
一
八
六
〇
・
一
八
六
二
・
一
八
六
七
年
）
の
渡
欧
経
験
の
あ
る
福
沢
諭
吉

が
、
西
洋
諸
国
の
政
治
・
風
俗
・
経
済
な
ど
を
紹
介
し
た
書
物
で
、
一
八
六
六
年
に
初
編
三
冊
、
一
八
六
八
年
に
外
編
三
冊
、
一

八
七
〇
年
に
二
編
四
冊
を
刊
行
し
て
い
る
。『
福
沢
全
集
緒
言
』）

（1
（

に
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
彼
の
著
作
の
中
で
も
っ
と
も
広

く
読
ま
れ
影
響
力
の
大
き
か
っ
た
書
の
一
つ
で
あ
り
、
約
十
五
万
部
、
海
賊
版
を
数
え
る
と
二
十
万
部
も
し
く
は
そ
れ
以
上
流
布

し
た
と
み
ら
れ
る
。
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さ
て
、
福
沢
は
三
部
作
で
あ
る
本
書
の
「
初
編
」
卷
之
二
で
、
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
（
一
七
七
六
年
）
を
翻
訳
し
た
が
、
そ
の

中
の
「H

appiness

」
に
「
幸
福
」
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
該
当
箇
所
を
見
て
み
る
。

千
七
百
七
十
六
年
第
七
月
四
日
亜
米
利
加
十
三
州
獨
立
の
檄
文

天
の
人
を
生
ず
る
は
億
兆
皆
同
一
轍
に
て
、
之
に
付
與
す
る
に
動
か
す
可
か
ら
ざ
る
の
通
義
を
以
て
す
。
卽
ち
其
通
義
と
は

人
の
自
ら
生
命
を
保
し
自
由
を
求
め
幸
福
を
祈
る
の
類
に
て
、
他
よ
り
之
を
如
何
と
も
す
可
ら
ざ
る
も
の
な
り
。（
中
略
）

政
府
の
處
置
、
此
趣
旨
に
戻
る
と
き
は
、
則
ち
之
を
変
革
し
或
は
之
を
倒
し
て
、
更
に
此
大
趣
旨
に
基
き
、
人
の
安
全
幸
福

を
保
つ
べ
き
新
政
府
を
立
る
も
亦
人
民
の
通
義
な
り
。
是
れ
余
輩
の
辦
論
を
俟
た
ず
し
て
明
了
な
る
べ
し）

（1
（

（
傍
線
筆
者
）

な
お
、
原
文
で
は
「
生
命
、
自
由
お
よ
び
幸
福
の
追
求
」
は
、Life, Liberty, and the Pursuit of H

appiness.

「
安
全
と

幸
福
」
は their Safety and H

appiness

で
あ
る
。
福
沢
が
通
義
と
訳
し
て
い
る
の
はright

（
権
利
）
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
に
お
け
る
「
幸
福
」
は
、「
す
べ
て
の
人
は
平
等
に
造
ら
れ
造
物
主
よ
っ
て
一
定
の
譲
り
渡
す
こ
と
の
で

き
な
い
権
利
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
、
生
命
、
自
由
、
お
よ
び
幸
福
追
求
権
が
含
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
人
権
論
の
文

脈
で
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
一
八
世
紀
に
成
立
し
た
自
然
権
思
想
に
由
来
し
、「
個
人
」
が
「
幸
福
を
求
め

る
権
利
」
を
有
す
る
と
主
張
す
る
、
欧
米
に
お
い
て
も
新
し
い
概
念
で
あ
っ
た
。
福
沢
が
こ
の
翻
訳
に
よ
っ
て
も
た
ら
し
た
の
は
、

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
新
し
い
観
念
と
し
て
の
「
個
人
が
権
利
と
し
て
求
め
る
幸
福
」
で
あ
っ
た）

11
（

。

こ
の
よ
う
な
見
識
に
基
づ
く
「
幸
福
」
の
内
容
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
福
沢
の
「
幸
福
」

観
を
後
の
著
作
か
ら
み
て
み
た
い
。
例
え
ば
『
学
問
の
す
ゝ
め
』（
一
八
七
二
～
七
六
）
の
中
で
、
貧
困
の
も
と
で
の
平
安
に
満

足
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
「
足
る
を
知
る
と
は
他
な
し
。
足
ら
ざ
る
を
知
ら
ざ
り
し
の
み
」
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
貧
し
さ
を

自
覚
し
て
豊
か
に
な
れ
る
よ
う
努
め
、「
物
心
と
も
に
高
尚
に
達
し
て
」
こ
そ
、「
真
の
平
安
幸
福
」
が
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り

「
幸
福
は
足
ら
ざ
る
を
知
り
て
こ
れ
を
足
す
の
道
を
求
め
る
」
こ
と
に
あ
る
と
主
張
し
て
い
る）

1（
（

。
し
た
が
っ
て
、
福
沢
の
提
示
し
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た
幸
福
は
、「
個
人
が
獲
得
を
求
め
る
べ
き

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
」
と
し
て
の
「
物
心
共
に
高
尚
に
達
す
る
」
こ
と
を
内
容
と
す
る
「
幸
福
」
の

提
示
で
あ
っ
た
と
み
る
事
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
当
時
の
日
本
に
お
い
て
は
、
こ
の
意
味
で
の
幸
福
の
前
提
と
な
る
「
個
人
」
の
観
念
す
ら
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。

「
個
人individual

」、「
社
会society

」、「
権
利right

」、「
自
由freedom

」
い
ず
れ
の
観
念
・
思
想
も
持
た
な
か
っ
た
明
治
初

頭
の
日
本
に
お
い
て
、
個
人
が
求
め
る
権
利
を
も
ち
、
獲
得
を
求
め
る
べ
き
、
と
さ
れ
る
「
幸
福
」
も
ま
た
、
先
例
の
な
い
新
し

い
考
え
方
で
あ
っ
た
。

人
権
思
想
す
ら
未
成
熟
で
あ
っ
た
当
時
の
日
本
に
お
い
て
、
そ
の
文
脈
も
ふ
く
め
て
福
沢
の
述
べ
る
「
幸
福
」
が
、
原
意
ど
お

り
に
直
ち
に
理
解
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
真
新
し
い
西
洋
文
化
の
先
端
的
な
言
葉
と
し
て
わ
が
国
の
世
上

に
登
場
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

（
二
）
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ス
マ
イ
ル
ズ
著
、
中
村
正
直
訳
『
西
国
立
志
編
』

次
に
、
中
村
正
直
訳
『
西
国
立
志
編
』
を
見
て
み
よ
う
。
本
書
は
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ス
マ
イ
ル
ズ
（Sam

uel Sm
ils, 1812-1904

）

のSelf H
elp

（1859

）
を
一
八
七
〇
年
に
翻
訳
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
西
洋
の
偉
人
、
約
三
〇
〇
人
余
り
の
伝
記
を

借
り
て
、
成
功
に
必
要
な
勤
勉
、
克
己
、
豪
毅
、
節
約
な
ど
を
美
徳
と
し
て
詳
し
く
紹
介
し
た
も
の
で
あ
り
、
ス
マ
イ
ル
ズ
の
母

国
イ
ギ
リ
ス
で
評
判
に
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
新
興
国
ア
メ
リ
カ
で
も
広
く
読
ま
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
言
葉
に
も
訳
さ
れ

た
と
い
う
。
日
本
に
お
い
て
は
、
明
治
時
代
だ
け
で
百
万
冊
と
い
う
空
前
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
、
序
文
の
「
天
は
自
ら
助
く

る
も
の
を
助
く
」
で
有
名
な
本
書
は
、
明
治
青
年
の
倫
理
意
識
や
庶
民
の
自
立
論
の
形
成
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た）

11
（

。

本
書
に
登
場
す
る
「
幸
福
」
に
つ
い
て
、
典
型
的
な
も
の
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
。

ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
、
常
に
そ
の
後
来
名
声
お
よ
び
幸
福
を
得
た
る
こ
と
を
、
わ
か
き
時
貧
困
な
り
し
こ
と
に
帰
し
て
「
予
を
し
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て
、
も
し
富
人
な
ら
し
め
ば
、
算
学
者
と
な
る
こ
と
は
得
ざ
り
し
な
ら
ん
」
と
い
え
り
。（
第
一
編
十
四
、
七
四
頁
）

し
か
れ
ど
も
、
よ
く
自
ら
助
く
る
の
勢
力
を
発
し
、
安
逸
と
戦
い
て
、
こ
れ
に
勝
ち
た
ら
ん
に
は
、
不
幸
を
転
じ
て
幸
福
な

す
べ
し
、
蓋
し
安
逸
と
才
徳
と
は
両
立
せ
ざ
り
し
も
の
な
り
。（
第
一
編
二
十
六
、
八
八
頁
）

一
つ
目
の
例
で
は
、
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
（Joseph-Louis Lagrange, 173（-1813

）
は
若
い
時
に
貧
困
で
あ
っ
た
が
努
力
の
結

果
、
数
学
者
と
し
て
「
名
声
と
幸
福
」
を
得
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
ま
た
、
二
つ
目
の
事
例
は
、
個
人
の
努
力
よ
っ
て
「
不

幸
」
な
状
況
を
「
幸
福
」
に
転
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
本
書
は
、
自
助
努
力
に
よ
り
成
功
し
た
偉
人
の
伝
記

を
集
め
た
書
物
で
あ
る
か
ら
当
然
と
い
え
ば
当
然
の
事
で
あ
る
が
、
個
人
の
努
力
に
よ
っ
て
「
幸
福
」
と
い
う
成
果
を
獲
得
で
き

る
、
と
い
う
こ
と
が
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
本
書
の
基
調
と
な
る
の
が
、
幸
福
の
獲
得
を
目
指
す
こ

と
で
は
な
い

0

0

0

0

と
い
う
点
で
あ
る
。
よ
り
正
確
い
え
ば
、
人
々
が
人
生
お
い
て
目
指
す
も
の
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
「
幸
福
」
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
書
は
、
周
知
の
よ
う
に
「
天
は
自
ら
助
く
る
も
の
を
助
く
」
を
旗
印
と
し
て
、「
職
事
を
務
め
」、「
正
直
、
忠
厚
、
節
廉
」

に
し
て
、
学
問
や
修
養
に
奮
励
努
力
す
る
こ
と
が
奨
励
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
も
の
と
し
て
力
点
を
置

か
れ
て
い
る
の
は
、「
絶
妙
極
美
の
地
位
」「
真
実
の
声
名
」「
芳
名
を
不
朽
」
と
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
時

の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
い
え
ば
、「
立
身
出
世
」）

11
（

と
い
う
事
に
な
ろ
う
。

「
立
身
」
と
は
、
元
々
「
立
身
行
道
、
揚
名
於
後
世
、
以
顯
父
母
、
孝
之
終
也
」（『
孝
経
』）（
身
ヲ
立
テ
道
ヲ
行
ヒ
、
名
ヲ
後

世
ニ
揚
テ
以
テ
父
母
ヲ
顕
ス
ハ
、
孝
之
終
也
）
か
ら
来
た
儒
学
の
用
語
で
、
武
士
の
世
界
で
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
出
世
」

と
は
、
も
と
も
と
は
衆
生
を
救
う
た
め
に
こ
の
世
に
現
れ
る
こ
と
や
、
世
間
的
な
も
の
を
越
え
て
い
る
と
い
う
意
味
の
仏
教
の
用

語
で
、
町
人
な
ど
の
庶
民
の
世
界
で
通
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
、
恰
も
「
士
農
工
商
」
の
平
等
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化
を
象
徴
す
る
よ
う
に
、
別
々
だ
っ
た
両
者
が
統
一
さ
れ
、
四
字
用
語
と
し
て
一
般
化
し
、
社
会
的
地
位
の
向
上
や
「
人
生
の
成

功
」
を
意
味
す
る
時
代
の
合
言
葉
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
明
治
に
お
け
る
「
立
身
出
世
」
と
は
、
単
な
る
個
人
の
人
生
の
目

標
成
就
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
た
だ
ち
に
「
家
の
誉
れ
・
両
親
へ
の
報
恩
（
孝
）」
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
個
々
の
「
立
身
出
世
」
は
国
家
の
繁
栄
で
あ
る
「
富
国
強
兵
」
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
思
念
さ
れ
た
。
一
八
六
八
年

（
慶
応
四
年
）
三
月
一
四
日
に
発
表
さ
れ
た
新
政
府
の
基
本
方
針
「
五
箇
条
の
誓
文
」
に
は
次
の
よ
う
な
一
条
が
含
ま
れ
て
い
る
。

「
官
武
一
途
庶
民
ニ
至
ル
迄
各
其
志
ヲ
遂
ケ
人
心
ヲ
シ
テ
倦
マ
サ
ラ
シ
メ
ン
事
ヲ
要
ス
。」
つ
ま
り
国
民
す
べ
て
が
各
々
の
「
志
」

の
実
現
に
向
け
て
不
断
の
努
力
を
続
け
る
よ
う
な
国
家
、
そ
れ
が
新
政
府
の
思
い
描
く
近
代
国
家
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
個
々
人
の
人
生
に
お
け
る
努
力
と
成
功
が
そ
の
ま
ま
国
家
の
繁
栄
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
た
と
み
る
こ

と
が
で
き
る）

11
（

。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
代
、「
幸
福
」
と
い
う
翻
訳
語
が
登
場
し
、
そ
れ
は
個
人
が
獲
得
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
紹
介
さ
れ
て
は
い
た
が
、
当
時
の
人
々
が
、
人
生
に
お
い
て
そ
の
獲
得
を
目
指
し
て
努
力
目
標
と
す
る
よ
う
も
の
と
は
認
識
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

（
三
）
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
著
、
阿
部
泰
蔵
訳
『
修
身
論
』

本
書
は
、
現
在
で
こ
そ
前
掲
の
福
沢
諭
吉
や
中
村
正
直
の
著
作
程
、
有
名
で
は
な
い
が
、
明
治
初
頭
に
お
け
る
影
響
力
と
し
て

は
看
過
で
き
な
い
著
作
の
一
つ
で
あ
る
。

阿
部
泰
蔵
訳
『
修
身
論
』
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
（Francis W

ayland, 179（-18（5

））
11
（

のThe Elem
ents of 

M
oral Science

（『
道
徳
科
学
要
論
』、
一
八
三
五
年
）
の
縮
約
版
の
訳
書
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
書
は
、
ア
メ
リ
カ
の
各
大
学
や

高
等
教
育
機
関
で
指
定
教
科
書
と
し
て
採
用
さ
れ
継
続
し
て
三
〇
年
以
上
も
人
気
を
博
し
た
と
い
う
。
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日
本
な
ど
に
普
及
し
た
の
は
一
八
六
五
年
の
四
訂
版
（
決
定
版
）
で
あ
る
。
ま
た
、
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
自
身
が
同
書
の
初
版
刊
行

と
同
時
期
に
中
学
校
や
専
門
学
校
で
の
使
用
を
想
定
し
、
要
点
を
ま
と
め
た
縮
約
版
を
上
梓
し
た
。
阿
部
泰
蔵
の
修
身
論
は
、
こ

の
縮
約
版
か
ら
の
訳
書
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
の
縮
約
版
は
阿
部
の
訳
書
の
ほ
か
に
も
、
山
本
義
俊
『
泰
西
修
身
論
』、
平
野

久
太
郎
『
修
身
学
』
な
ど
数
種
類
の
翻
訳
書）

11
（

が
あ
り
、
福
沢
諭
吉
の
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
に
も
深
い
影
響
を
与
え
、
明
治
初
期
に

一
大
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
た
と
い
う
が）

11
（

、
数
あ
る
訳
書
の
中
で
も
っ
と
も
普
及
し
た
の
が
阿
部
泰
蔵
訳
の
『
修
身
論
』（
文
部

省
編
纂
、
一
九
七
四
年
刊
）
で
あ
っ
た
。

一
八
七
二
年
学
制
公
布
と
と
も
に
企
画
さ
れ
、
当
時
で
き
た
ば
か
り
の
文
部
省）

11
（

に
奉
職
し
て
い
た
阿
部
泰
蔵
（
一
八
四
九
～
一

九
二
四
）
は
、
修
身
学
の
教
科
書
と
し
て
本
書
を
翻
訳
し
た）

11
（

。
本
書
は
一
八
七
四
年
か
ら
七
七
年
ま
で
各
地
の
小
学
校
で
普
及
し

た
ほ
か
、
活
字
に
組
ま
れ
た
も
の
な
ど
民
間
に
よ
る
翻
刻
出
版
が
一
八
八
二
年
こ
ろ
ま
で
続
い
た
と
い
う
。
小
学
校
以
外
で
も
広

く
読
ま
れ
た
と
み
て
よ
い
。

本
書
の
第
一
部
第
四
編
が
「
幸サ

イ

福ハ
ヒ

ヲ
論
ス
」
と
な
っ
て
お
り
、
明
治
初
頭
に
普
及
し
た
あ
る
程
度
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
幸
福
論

の
嚆
矢
と
み
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
内
容
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

夫
我
造
物
ノ
神
人
ヲ
シ
テ
人
世
積
々
ノ
目
的
ヲ
成
達
セ
シ
メ
ン
カ
為
則
チ
種
々
ノ
企
望
ヲ
賦
与
シ
テ
以
テ
人
ヲ
造
レ
リ

此

ノ
企
望
ノ
満
足
ヲ
幸
福
或
ハ
愉
快
ト
云
フ

今
下
條
二
説
ク
所
ハ
悉
ク
此
ノ
幸
福
愉
快
ノ
事
ニ
シ
テ
看
者
宜
シ
ク
茲
ニ
説
ク

所
ノ
意
味
二
注
意
ス
ベ
シ
（
中
略
）
是
ヲ
以
テ
人
々
財
用
ヲ
節
シ
其
有
餘
ヲ
以
テ
他
人
ノ
愉
快
ヲ
満
足
セ
シ
ム
ル
ノ
事
件
ニ

用
イ
ル
ナ
ラ
何
ソ
之
レ
ニ
由
テ
我
真ホ

ン
タ
ウ
ニ
オ
ヒ
イ
ナ
ル

成
最
大
ナ
ル
愉
快
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
ナ
ラ
ラ
ン
ヤ
故
ユ
エ
ニ
曰
ク
人
ハ
慢
リ
ニ
我
一
身
ノ

愉
快
ノ
ミ
謀
ラ
ズ
善
ク
熟
考
シ
テ
真
成
最
大
ナ
ル
幸
福
ヲ
求
ム
可
シ
ト
。）

11
（

こ
こ
で
阿
部
が
、「
幸
福
或
ハ
愉
快
」
と
訳
し
て
い
る
の
は
、H

appiness
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
企
望
ノ
満
足
」
す
な
わ
ち

人
々
の
欲
望
を
満
た
す
こ
と
が
幸
福
で
あ
る
と
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
明
確
に
個
人
の
欲
望
の
充
足
や
快
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楽
（
愉
快
）
を
内
容
と
す
る
「
幸
福
」
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
筆
者
は
「
幸
福
或
ハ
愉
快
」
を
、
単
な
る
個
人
の
感
覚
的
欲
望
の
充
足
に
て
事
足
れ
り
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

四
種
、
す
な
わ
ち
、「
意
感
の
愉
快
（
食
欲
・
飲
楽
・
音
楽
・
五
色
・
景
色
の
五
感
覚
で
楽
し
む
）」、「
才
知
の
愉
快
（
書
籍
を
読

み
才
識
を
長
じ
詩
を
賦
し
弁
を
巧
み
す
る
を
以
て
楽
し
む
）」、「
親
睦
の
愉
快
（
親
族
朋
友
の
親
睦
な
る
に
よ
っ
て
楽
し
む
）」、

「
修
身
学
の
愉
快
（
徳
を
修
め
善
を
行
っ
て
こ
れ
が
た
め
に
我
が
幸
福
を
導
く
）」
を
提
示
し
た
う
え
で
、
第
四
の
修
身
学
の
愉
快

を
求
め
る
の
が
、「
真
成
最
大
ナ
ル
幸
福
」
で
あ
る
と
位
置
付
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
修
身
学
の
愉
快
と
は
た
だ
「
我
一
身
ノ
愉

快
ノ
ミ
謀
ラ
ズ
」、「
人
々
財
用
ヲ
節
シ
其
有
餘
ヲ
以
テ
他
人
ノ
愉
快
ヲ
満
足
セ
シ
ム
ル
」
と
い
う
利
他
実
践
に
あ
る
と
い
う
の
が
、

本
書
の
幸
福
論
の
主
旨
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
のThe Elem

ents of M
oral Science

は
、
直
訳
す
れ
ば
『
道
徳
科
学
要
論
』
で
あ
り
、
理
性
的

に
科
学
と
し
て
の
道
徳
を
説
く
著
作
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
が
本
書
を
執
筆
し
た
の
は
、
一
九
世
紀
の
欧
米
諸
国
で
普
及
し
つ

つ
あ
っ
た
、
因
果
的
推
論
や
帰
納
的
思
考
態
度
に
基
礎
を
置
く
「
科
学
的
方
法
」
が
普
及
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ー
ラ

ン
ド
は
、
信
仰
と
科
学
は
両
立
で
き
る
と
す
る
立
場
で
本
書
を
執
筆
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
幸
福
論
も
、
個
人
の
欲
望
に

負
け
ず
、
節
度
あ
る
生
活
を
お
く
る
べ
き
必
要
性
を
理
論
的
に
展
開
す
る
道
徳
論
的
幸
福
論
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
背
景

に
は
、
個
人
主
義
・
民
主
主
義
・
自
由
主
義
に
基
づ
く
、
米
国
市
民
社
会
の
理
想
が
貫
か
れ
て
い
た
。

ま
た
、
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
は
、
ア
メ
リ
カ
バ
プ
テ
ス
ト
派
教
会
の
牧
師
で
あ
り
、
そ
の
道
徳
論
・
幸
福
論
の
背
後
に
は
、
キ
リ
ス

ト
教
的
造
物
主
と
し
て
の
神
が
確
固
と
し
て
存
在
す
る
。
例
え
ば
「
神
ハ
人
ヲ
シ
テ
愉
快
ヲ
受
得
セ
シ
メ
之
ニ
由
テ
幸
福
ヲ
造
作

増
加
セ
シ
ム
ル
コ
ト
較
然
ト
シ
著
名
ナ
リ
」
と
い
う
よ
う
に
、
人
の
幸
福
は
造
物
主
た
る
神
の
御
心
に
よ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
阿
部
訳
『
修
身
論
』
は
、
明
治
政
府
編
集
発
行
の
小
学
校
に
お
け
る
「
修
身
学
」
の
教
科
書
と
し
て
翻
訳
発
行

を
準
備
さ
れ
た
と
い
う
性
格
上
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
極
力
削
除
す
べ
く
務
め
た
形
跡
が
あ
る
。
例
え
ば
、
キ
リ
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ス
ト
教
信
仰
に
関
す
る
部
分
は
訳
出
し
て
い
な
い
。
具
体
的
に
は
、
前
編
第
五
（
良
心
の
不
完
全
性
：
未
開
人
は
神
の
法
を
知
ら

な
い
）・
第
六
（
自
然
宗
教
の
欠
点
：
死
後
・
罪
の
償
い
・
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
知
り
得
な
い
）・
第
七
（
啓
示
宗
教
：
聖
書
の
教

え
・
神
の
法
・
イ
エ
ス
の
生
涯
）
お
よ
び
、
後
編
の
第
一
（
神
様
：
そ
の
性
質
・
掟
・
愛
す
る
義
務
）・
第
二
（
祈
祷
：
お
祈
り

す
る
習
慣
の
義
務
。
人
間
は
罪
人
）・
第
三
章
（
安
息
日
の
厳
守
）
は
省
略
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
部
分
で
登
場
す
る
、

キ
リ
ス
ト
教
の
「
神God

」
は
す
べ
て
「
天
」
と
訳
す
る
な
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
色
を
な
く
す
べ
き
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る）

1（
（

。

こ
の
よ
う
に
、
阿
部
訳
『
修
身
論
』
を
理
解
す
る
上
で
は
、
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
の
思
想
の
完
全
な
る
紹
介
の
書
で
は
な
く
、
明
治

政
府
の
推
奨
す
る
当
該
時
代
日
本
の
動
向
に
適
合
す
る
よ
う
な
翻
案
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
阿
部
訳
で
、
タ
イ
ト
ル
を
『
修
身
論
』
と
し
て
翻
訳
し
た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
修
身
学
の
「
修
身
」
と
は
「
個
人

の
道
徳
」
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、
朱
子
学
の
古
典
で
あ
る
四
書
五
経
の
一
つ
『
礼
記
大
学
編
』

に
お
け
る
「
修
身
・
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
」
の
考
え
方
を
反
映
す
る
概
念
で
あ
り
、
天
下
を
治
め
る
に
は
、
ま
ず
自
分
の
行
い

を
正
し
く
し
、
次
に
家
庭
を
と
と
の
え
、
次
に
国
家
を
治
め
、
そ
し
て
天
下
を
平
和
に
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
発
想
が
あ
る
。

つ
ま
り
「
修
身
」
の
語
に
は
、「
個
人
と
家
と
国
」
の
繁
栄
や
達
成
を
「
一
連
の
も
の
」
と
考
え
る
構
造
が
含
意
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
の
「
修
身
論
」
の
文
脈
で
提
示
さ
れ
る
「
幸
福
」
は
、
一
見
、
出
世
や
名
誉
の
獲
得
と
い
う
、

個
人
の
栄
達
で
あ
っ
て
も
、
決
し
て
、
孤
立
し
た
個
人
や
、
家
（
核
家
族
で
は
な
く
一
族
）
や
国
と
切
り
離
さ
れ
た
、
個
人
の
み

に
帰
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。

以
上
、
明
治
初
頭
に
翻
訳
語
「
幸
福
」
を
流
布
さ
せ
た
と
み
ら
れ
る
三
冊
の
書
物
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
翻
訳
語
「
幸
福
」
は
、

福
沢
諭
吉
・
中
村
正
直
・
阿
部
泰
蔵
ら
が
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ス
マ
イ
ル
ズ
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
欧
米
思
想
の
翻

訳
過
程
お
い
て
訳
語
と
し
用
い
る
こ
と
で
、
日
本
語
と
し
て
次
第
に
普
及
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

翻
訳
語
が
導
入
さ
れ
た
と
い
っ
て
、
直
ち
に
そ
の
概
念
が
、
そ
の
ま
ま
原
意
ど
お
り
に
理
解
・
受
容
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
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た
、
翻
訳
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
明
治
政
府
の
方
針
に
合
わ
せ
て
改
訳
さ
れ
た
部
分
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
提
示
さ
れ

て
い
る
の
は
、
明
治
啓
蒙
思
想
家
に
よ
る
明
治
期
の
国
家
的
理
想
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
幸
福
」
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
四
）
「
幸
福
」、「
幸
」
と
「
さ
ひ
は
い
・
し
あ
は
せ
」
の
結
び
つ
き

前
項
で
明
治
初
頭
の
啓
蒙
思
想
家
た
ち
に
よ
っ
て
、
翻
訳
語
「
幸
福
」
と
と
も
に
、
個
人
の
立
身
出
世
・
修
身
論
と
結
び
つ
い

た
「
幸
福
」
概
念
が
提
示
さ
れ
た
と
述
べ
た
が
、
そ
の
思
想
と
、
和
語
の
「
さ
い
わ
い
」
や
「
し
あ
わ
せ
」
は
ど
の
よ
う
に
結
び

つ
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
綿
密
な
考
証
が
必
要
と
な
る
の
で
、
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
が
、
展
望
と
し
て
、
辞

書
の
普
及
と
文
学
作
品
等
に
お
け
る
、「
ル
ビ
つ
き
幸
福
」
の
用
例
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

明
治
初
頭
の
二
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
は
、
福
沢
諭
吉
『
学
問
の
す
ゝ
め
』（
一
八
七
二
）
と
中
村
正
直
『
西
国
立
志
編
』（
一
八
七

〇
）
等
で
あ
っ
た
が）

11
（

、
こ
れ
ら
の
書
物
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
し
て
多
数
の
読
者
を
得
る
の
と
並
行
し
て
、
明
治
期
に
作
成
さ
れ
た

漢
語
辞
書
・
訳
語
辞
典
の
類
は
約
数
万
と
い
わ
れ
る）

11
（

。
そ
の
中
に
江
戸
時
代
の
字
書
に
は
ほ
と
ん
ど
全
く
な
か
っ
た
「
か
う
ふ
く

（
こ
う
ふ
く
）」
の
読
み
を
伴
う
「
幸
福
」
の
字
が
一
斉
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
記
さ
れ
る
意
味
は
「
し
あ
わ

せ
」
か
「
さ
い
わ
い
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
部
を
紹
介
す
る）

11
（

。

一
八
六
九
年
（
明
治
二
） 

『
漢
語
字
類
』
字
「
幸
福
」
読
み
「
カ
ウ
フ
ク
」
意
味
「
シ
ア
ワ
セ
」

一
八
七
〇
年
（
明
治
三
） 

『
新
撰
字
類
』
シ
ア
ハ
セ
（
※
以
下
、
意
味
の
み
記
す
）

一
八
七
二
年
（
明
治
五
） 

『
新
撰
字
解
』
シ
ア
ハ
セ

一
八
七
三
年
（
明
治
六
） 

『
世
界
節
用
無
尽
蔵
』
し
あ
わ
せ

一
八
七
四
年
（
明
治
七
） 

『
新
撰
字
解
』
シ
ア
ハ
セ

 

『
大
増
補
漢
語
解
大
全
』
サ
イ
ハ
ヒ
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『
訳
書
字
解
・
漢
語
新
選
』
シ
ア
ハ
セ

 

『
増
補
新
撰
字
類
』
し
あ
は
せ

一
八
七
五
年
（
明
治
八
） 

『
大
全
漢
語
字
彙
』
シ
ア
ハ
セ

 

『
普
通
漢
語
字
引
大
全
・
布
令
新
聞
新
撰
校
正
』
シ
ア
ハ
セ

一
八
七
六
年
（
明
治
九
） 

『
小
学
読
物
熟
字
解
』
さ
い
は
ひ
・
イ
イ
シ
ア
ハ
セ

 

『
開
化
節
用
集
・
音
画
両
引
』
ネ
ガ
フ
サ
イ
ハ
ヒ
・
サ
ヒ
ハ
ヒ

 

『
万
通
字
類
大
全
』
シ
ア
ハ
セ

一
八
七
七
年
（
明
治
一
〇
） 『
漢
語
日
用
弁
』
シ
ア
ハ
セ

 
『
御
布
令
新
聞
漢
語
必
要
文
明
い
ろ
は
字
引
』
サ
イ
ワ
イ

一
八
七
八
年
（
明
治
一
一
） 『
布
令
必
用
普
通
漢
語
解
・
掌
中
両
引
』
サ
イ
ハ
ヒ

一
八
七
九
年
（
明
治
一
二
） 『
新
撰
伊
呂
波
字
引
』
サ
イ
ハ
イ

 

『
必
携
熟
字
集
』
サ
イ
ハ
ヒ

一
八
八
〇
年
（
明
治
一
三
） 『
布
令
新
聞
日
誌
必
用
新
撰
校
正
普
通
漢
語
字
引
大
全
』
シ
ア
ハ
セ

一
八
八
一
年
（
明
治
一
四
） 『
漢
語
字
引
集
』
シ
ア
ハ
セ

一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
） 『
明
治
い
ろ
は
字
引
大
全
』
サ
イ
ハ
ヒ

一
八
八
二
年
（
明
治
一
七
） 『
新
撰
漢
語
字
引
大
全
』
シ
ア
ハ
セ

 

『
新
撰
普
通
漢
語
字
引
大
全
』
サ
イ
ハ
ヒ

一
八
八
七
年
（
明
治
二
〇
） 『
漢
語
新
画
引
大
全
』
サ
イ
ハ
ヒ

 

『
漢
語
い
ろ
は
字
典
』
サ
イ
ワ
イ
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一
八
八
八
年
（
明
治
二
一
） 『
新
撰
漢
語
字
引
』
シ
ア
ハ
セ

 

『
新
撰
漢
語
字
引
』
シ
ア
ハ
セ

一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
） 『
広
益
漢
語
伊
呂
波
字
引
』
ヨ
キ
サ
イ
ワ
イ

一
八
九
二
年
（
明
治
二
五
） 『
漢
語
大
字
典
・
熟
字
伊
呂
波
引
』
サ
イ
ワ
イ

一
八
九
四
年
（
明
治
二
七
） 『
新
撰
漢
語
字
引
・
改
訂
音
訓
』
シ
ア
ハ
セ

一
八
九
六
年
（
明
治
二
九
） 『
明
治
漢
語
字
典
』
シ
ア
ハ
セ

一
九
〇
四
年
（
明
治
三
七
） 『
新
編
漢
語
辞
林
』
サ
イ
ハ
ヒ

一
九
〇
六
年
（
明
治
三
九
） 『
作
文
新
辞
典
・
漢
語
国
語
』
し
あ
は
せ

さ
い
は
ひ

な
お
、
右
記
の
う
ち
の
い
く
つ
か
の
辞
書
で
「
幸
然
」
カ
ウ
ゼ
ン
を
「
サ
イ
ハ
ヒ
」
と
し
「
幸
福
」
を
「
シ
ア
ハ
セ
」
と
使
い

分
け
て
い
る
。
ま
た
「
幸
」
は
「
ね
が
う
」
で
、
幸
福
は
「
福
を
願
う
」
と
も
解
さ
れ
て
い
る
。
新
語
で
あ
る
「
幸
福
」
の
意
味

の
不
安
定
さ
が
見
え
て
興
味
深
い
。

以
上
の
辞
書
類
が
、「
幸
福
」
を
、
和
語
「
さ
ひ
は
い
／
し
あ
わ
せ
」
に
結
び
付
け
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
は
た

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
実
際
に
、
日
本
語
と
し
て
の
定
着
を
進
め
た
の
は
、「
ル
ビ
つ
き
幸
福
」
の
使
用
で
あ
る）

11
（

と
考
え

ら
れ
る
。
事
例
を
挙
げ
て
み
る
。

・『
お
つ
魂
消
え
た
〳
〵
、
危
な
く
生
命
を
棒
に
振
る
處
だ
つ
た
。』
と
流
石
の
武
村
兵
曹
も
膽
を
つ
ぶ
し
て
、
靴
無
き
片
足

を
撫
で
ゝ
見
た
が
、
足
は
幸さ

ひ

福は
い

に
も
御
無
事
で
あ
つ
た
。）

11
（

（
一
九
〇
〇
年
）

・
夫
人
は
返
す
返
す
再
会
を
約
し
て
手
を
握
ら
れ
た
。
自
分
達
三
人
は
馬
車
の
上
で
ど
ん
な
に
今
日
の
幸さ

ひ

福は
い

を
祝
ひ
合
つ
た

か
知
れ
な
い
。）

11
（

（
一
九
一
四
年
）

右
の
事
例
で
は
、
い
ず
れ
も
、
幸
福
に
「
さ
ひ
は
い
」
の
ル
ビ
を
つ
け
て
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
幸
福
（
さ
ひ
は
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ひ
）
は
、「
幸
運
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
幸
福
」
が
和
語
「
さ
ひ
は
ひ
」
の
事
で
あ
る
い
う
認
識
が
、

普
及
し
て
い
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
事
例
で
あ
る
。

一
八
七
二
年
、
わ
が
国
で
は
学
制
が
導
入
さ
れ
た
が
、
明
治
二
〇
年
代
半
ば
ま
で
は
学
校
教
育
普
及
が
低
迷
し
て
お
り）

11
（

、
漢
字

を
読
め
る
日
本
人
は
多
く
な
か
っ
た
。
そ
の
中
で
漢
字
読
解
率
を
高
め
る
の
に
貢
献
し
た
の
は
、
義
務
教
育
と
、
総
ル
ビ
（
す
べ

て
の
漢
字
に
よ
み
が
な
が
付
さ
れ
て
い
る
）
の
新
聞
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
新
聞
掲
載
の
大
衆
小
説
が
当
時
の
民
衆
の
重
要

な
娯
楽
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
以
上
の
よ
う
な
「
ル
ビ
付
き
幸
福
」
の
使
用
に
よ
り
「
幸
（
福
）
＝
さ
ひ
は

い
／
し
あ
わ
せ
」
が
我
が
国
に
定
着
し
て
い
っ
た
と
み
る
こ
と
は
見
当
は
ず
れ
で
は
あ
る
ま
い
。

四

お
わ
り
に

以
上
、
前
近
代
の
日
本
語
に
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
「
幸
福
」
と
い
う
言
葉
が
、
翻
訳
語
と
し
て
明
治
初
頭
に
導
入
定

着
さ
れ
た
前
後
の
状
況
を
概
観
し
た
。

翻
訳
語
「
幸
福
」
は
、
前
近
代
日
本
に
お
け
る
「
し
あ
は
せ
（
仕
合
せ
）」、「
さ
ひ
は
ひ
（
さ
き
わ
い
）」
の
持
っ
て
い
た
意
味
、

す
な
わ
ち
、「
運
、
偶
然
的
に
訪
れ
る
も
の
、
神
か
ら
の
僥
倖
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
」
と
い
う
そ
れ
と
は
異
な
る
意
味
を

含
意
す
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
西
欧
近
代
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
啓
蒙
思
想
の
観
念
を
背
負
っ
た
「
幸
福
」
で
あ
っ
た
。

し
か
し
単
に
西
欧
近
代
思
想
の
文
字
通
り
の
輸
入
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
明
治
初
頭
に
お
い
て
「
幸
福
」
を
含
む
フ
レ
ー

ズ
で
推
奨
さ
れ
た
人
生
の
目
標
は
、
む
し
ろ
「
立
身
出
世
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
に
は
、
幸
福
よ
り
も
「
立
身
出
世
」
の
ほ
う

が
、
重
視
さ
れ
積
極
的
に
鼓
舞
さ
れ
普
及
さ
れ
た
概
念
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
「
立
身
出
世
」
も
、
個
人
に
と
っ
て
の
目
標
に
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と
ど
ま
ら
な
い
、
家
の
繁
栄
で
あ
り
、
国
の
発
展
繁
栄
─
富
国
強
兵
と
一
連
の
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。

な
お
、
本
稿
で
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
形
成
さ
れ
た
幸
福
観
が
、
そ
の
後
の
時
代
に
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。
明
治
末
期
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
最
初
の
「
幸
福
」
ブ
ー
ム
が
到
来
し
、
新
た
な
局
面
が
展

開
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
幸
福
」
を
め
ぐ
る
状
況
も
そ
の
解
釈
も
時
代
に
よ
っ
て
変
遷
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
幸
福
」
は
、
わ
が
国
で
は
明
治
時
代
に
翻
訳
語
と
し
て
基
盤
を
作
り
普
及
し
た
概
念
で
あ
る
が
、
西
洋
近
代
に
お
い

て
も
一
八
世
紀
以
降
（
啓
蒙
思
想
・
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
）
に
成
立
し
た
「
新
し
い
」
価
値
観
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
幸
福
の
イ

メ
ー
ジ
は
文
化
圏
に
よ
っ
て
異
な
り
、
幸
福
と
の
向
き
合
い
方
も
ま
ち
ま
ち
で
、
時
代
に
よ
り
変
化
も
す
る
。
つ
ま
り
、「
幸
福
」

と
は
人
間
が
本
来
備
え
て
い
る
特
性
と
か
自
明
の
人
類
普
遍
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
幸
福
」
を
め
ぐ
る

議
論
に
は
、
歴
史
相
対
的
視
点
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、「
幸
福
」
言
説
の
思
想
史
の
冒
頭
を
わ
ず
か
に
素
描
し
、
問
題
提
起
を
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、

時
代
や
ジ
ャ
ン
ル
を
絞
っ
て
個
別
の
実
証
的
な
議
論
を
重
ね
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
現
代
に
も
つ
な
が
る

さ
ま
ざ
ま
な
「
幸
福
」
論
の
潮
流
が
台
頭
す
る
の
は
大
正
時
代
で
あ
り
、
こ
の
部
分
の
検
討
は
欠
か
せ
な
い
が
、
稿
を
改
め
て
論

じ
る
こ
と
と
し
、
ひ
と
ま
ず
擱
筆
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

註（
1
）
こ
こ
で
い
う
現
代
の
よ
う
な
意
味
と
は
具
体
的
に
は
「
主
観
的
幸
福
感
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
内
閣
府
に
よ
り
幸
福
度
に
関

す
る
調
査
研
究
を
す
る
た
め
有
識
者
に
よ
る
研
究
会
が
立
ち
上
げ
ら
れ
た
。（https://w

w
w

5.cao.go.jp/keizai2/koufukudo/pdf/konkyo.
pdf

）
こ
こ
で
幸
福
度
と
は
「
主
観
的
幸
福
感
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
世
界
的
に
は
こ
の
よ
う
な
定
義
の
登
場
は
、
一
九
七
三
年
、

ブ
ー
タ
ン
王
国
で
国
民
総
生
産
に
対
す
る
批
判
と
し
て
導
入
さ
れ
た
国
民
総
幸
福
量
指
数
と
い
う
概
念
を
契
機
と
し
、
二
〇
一
二
年
か
ら
国
連
で
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世
界
幸
福
度
の
調
査
を
始
め
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。(H

elliw
ell, John; Layard, Richard; Sachs, Jeffrey (A

pril 2, 2012 ). W
orld 

H
appiness R

eport. Colum
bia U

niversity Earth Institute)
（
2
）
キ
ャ
サ
リ
ン
・
キ
ン
グ
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
著
、
浅
井
彩
・
国
広
伽
奈
子
訳
、「
幸
福
と
は
何
か
─
歴
史
・
文
化
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
め
ぐ
る
人
類
学

的
考
察
」（『
人
文
学
報
（
社
会
人
類
学
分
野
）』
五
一
三
│
二
号
、
首
都
大
学
東
京
人
文
科
学
研
究
科
、
二
〇
一
七
年
）、
ま
た
、
キ
ン
グ
フ
ィ
ッ

シ
ャ
ー
自
身
、
現
代
的
な
幸
福
を
自
明
と
す
る
立
場
か
ら
一
線
を
画
し
、
人
類
学
的
視
点
か
ら
現
代
西
欧
の
「
幸
福
の
文
化
」
へ
の
批
判
的
検
討

を
す
す
め
て
い
る
。

（
3
）M

acpherson, C., &
 M

acpherson, L.2009 T
he w

arm
 w

inds of change: G
lobalization in contem

porary Sam
oa, A

uckland 
U

niversity Press, M
cM

ahon, D
.M

.2010 W
hat does the ideal of happiness m

ean? Social research 77(2): 4（9-490.

（
4
）
柳
父
章
『
翻
訳
語
成
立
事
情
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、
丸
山
真
男
・
加
藤
周
一
『
翻
訳
と
日
本
の
近
代
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
参
照

（
5
）
和
語
と
は
、
倭
語
・
大
和
言
葉
と
も
言
い
、
漢
語
や
外
来
語
に
対
す
る
日
本
の
固
有
語
を
指
す
。
そ
の
語
彙
に
は
、
漢
語
の
意
味
も
含
ま
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
鳴
海
日
出
志
『
和
語
と
漢
語
』
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
六
年
、
白
川
静
『
新
訂
字
訓
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
年

（
（
）
乾
輝
雄
編
『
日
本
に
お
け
る
辞
典
の
歴
史
』
辞
典
協
会
、
一
九
六
九
年

（
7
）
上
田
秋
成
「
白
峯
」『
雨
月
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
上
田
秋
成
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
）
な
お
、
本
件
は
、
国
文
学
研
究
資
料

館
の
、
日
本
古
典
文
学
大
系
・
古
典
選
集
・
噺
本
大
系
の
各
本
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
検
索
の
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。（https://w

w
w

.nijl.
ac.jp/search-find/#database

）

（
8
）
本
木
正
栄
等
編
譯
『
諳
厄
利
亜
語
林
大
成 

大
槻
本
（
一
八
一
四
年
刊
）』 （
日
本
英
学
史
料
刊
行
会
（
編
）、『
長
崎
原
本
「
諳
厄
利
亜
興
學
小

筌
」「
諳
厄
利
亜
語
林
大
成
」
研
究 

と
解
説
』
大
修
館
書
店
、
一
九
八
二
年
所
収
）

（
9
）
幕
末
か
ら
明
治
に
お
い
て
は
旧
か
な
づ
か
い
が
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
こ
で
は
旧
か
な
づ
か
い
に
て
表
記
し
、
読
み
を
カ
ッ
コ
内
に
記
す
。

（
10
）
本
項
以
下
和
語
の
意
味
と
用
例
は
、
特
に
説
明
の
無
い
場
合
は
、
中
村
幸
彦
・
岡
見
正
雄
・
阪
倉
篤
義
編
『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、

一
九
九
九
年
）、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
・
上
代
編
』（
三
省
堂
、
一
九
六
七
年
）、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
・
室
町
時
代
編
』（
三
省
堂
、
一
九
八
五

年
）
に
よ
る
。

（
11
）
漢
語
と
は
、
古
代
中
国
語
に
由
来
す
る
が
、
前
近
代
に
お
い
て
、
漢
字
音
の
ま
ま
日
本
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
言
葉
を
指
す
。
上
代
か
ら
中
世

に
か
け
て
体
系
化
さ
れ
た
呉
音
と
漢
音
、
お
よ
び
こ
れ
以
降
に
伝
来
し
た
唐
宋
音
を
反
映
し
た
語
彙
体
系
の
こ
と
を
い
う
。

（
12
）
一
〇
六
〇
年
刊
の
史
書
『
新
唐
書
』
に
熟
語
「
幸
福
」
の
初
出
と
の
説
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
中
国
語
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。（
諸
橋
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徹
次
編
『
大
漢
和
辞
典
』
大
修
館
書
店
、
一
九
四
三
年
）

（
13
）
白
川
静
『
字
訓
』
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
、
三
五
六
頁

（
14
）O

xford D
ictionary of W

ord O
rigins, 2010, O

xford U
niversity Press

に
よ
れ
ば
、H

appy

の
語
源
もH

app

（happen state

）
で

あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
幸
福
に
関
す
る
、
僥
倖
的
な
も
の
、
と
い
う
捉
え
方
は
、
日
本
や
東
洋
に
限
ら
ず
、
前
近
代
社
会
に
共
通
で
あ
っ
た
と
み

る
こ
と
も
で
き
る
。

（
15
）
大
久
保
利
謙
『
明
六
社
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
参
照
。

（
1（
）
「
個
人
」「
社
会
」「
自
由
」「
権
利
」
に
つ
い
て
は
福
沢
諭
吉
『
学
問
の
す
ゝ
め
」、「
哲
学
」「
芸
術
」
に
つ
い
て
は
西
周
の
『
百
一
新
論
』（
一

八
七
七
年
）
参
照
。

（
17
）
『
西
洋
事
情
』、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
、
三
五
〇
頁

（
18
）
明
治
三
一
年
版
「
福
沢
全
集
」（
全
五
巻
、
時
事
新
報
社
刊
）
の
第
一
巻
に
掲
げ
る
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
。
一
八
九
七
年
刊

（
19
）
「
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
」（
福
沢
諭
吉
訳
・
原
文
対
照
）『
翻
訳
の
思
想
』
日
本
近
代
思
想
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）、
三
七
頁

（
20
）
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
の
「
幸
福
追
及
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
に
つ
い
て
は
、
建
国
者
に
よ
り
、
多
様
な
使
い
方
が
さ
れ
て
お
り
、
人

間
の
幸
福
・
国
家
の
幸
福
・
社
会
の
幸
福
・
公
共
の
幸
福
な
ど
、
ど
れ
か
一
つ
収
斂
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。（
団
上
智
也
「
ア
メ
リ
カ

独
立
宣
言
に
お
け
る
「
幸
福
追
求
」
の
意
味
」『
法
政
治
研
究
』
第
四
号
、
二
〇
一
八
年
）

（
21
）
『
福
沢
諭
吉
選
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
第
三
巻
、
二
八
三
～
二
八
四
頁

（
22
）
藤
原
暹
『
日
本
に
お
け
る
庶
民
的
自
立
論
の
形
成
と
展
開
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
六
年
参
照

（
23
）
前
田
愛
「
明
治
立
身
出
世
主
義
の
系
譜
─
「
西
国
立
志
編
」
か
ら
「
帰
省
」
ま
で
」（
一
九
六
五
年
初
出
、『
近
代
読
者
の
成
立
』
岩
波
現
代
文

庫
、
二
〇
〇
一
年
所
収
）

（
24
）
「
立
身
出
世
」
と
「
富
国
強
兵
」
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
、
傳
澤
玲
「
明
治
三
〇
年
代
に
お
け
る
立
身
出
世
論
考
─
『
成
功
』
を
中
心
に
」

参
照
。「
身
を
立
て
、
名
を
挙
げ
る
」
こ
と
が
単
純
に
個
人
の
た
め
で
は
な
く
「
家
」
の
誉
れ
で
あ
る
と
い
う
構
造
に
つ
い
て
は
、
竹
内
洋
『
立

身
出
世
主
義
の
ロ
マ
ン
と
欲
望

増
補
版
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
五
年
参
照
。

（
25
）Francis W

ayland

は
、
ア
メ
リ
カ
の
バ
プ
テ
ス
ト
派
の
牧
師
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
ブ
ラ
ウ
ン
大
学
の
学
長
を
二
十
八
年
務
め
た
思
想
家
・

教
育
者
・
経
済
学
者
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
経
済
学
に
巨
大
な
影
響
を
与
え
た T

he E
lem

ents of Political E
conom

y

の
著
者
と
し
て
世
界

史
に
名
を
遺
し
た
。
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（
2（
）
海
俊
宗
臣
『
海
俊
宗
臣
著
作
集
』
第
三
巻
、
東
京
書
籍
、
一
九
六
一
年
）
所
収
「
修
身
教
科
書
総
目
録
」
に
よ
れ
ば
、
一
八
七
三
年
か
ら
一
八

八
二
年
ま
で
に
十
一
種
の
翻
訳
が
作
成
さ
れ
た
。
当
時
の
日
本
に
は
多
数
の
原
書
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
が
、
ご
く
短
期
間
に
何
種
類
も
の
翻
訳

書
や
関
連
書
物
が
相
次
い
で
出
現
し
た
こ
と
は
珍
し
い
現
象
で
あ
り
、
関
係
者
は
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
ブ
ー
ム
と
呼
ん
で
い
る
。

（
27
）
藤
原
昭
夫
『
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
の
社
会
経
済
思
想
：
近
代
日
本
、
福
沢
諭
吉
と
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
』
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
三

年
。

（
28
）
維
新
政
府
に
よ
り
文
部
省
が
設
置
さ
れ
た
の
は
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
で
あ
る
。

（
29
）
本
書
の
成
立
と
普
及
に
つ
い
て
は
、
ア
ル
ベ
ル
ト 

・
ミ
ャ
ン
・
マ
ル
テ
ィ
ン
『『
修
身
論
』
の
「
天
」』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
、
二
〇
一
九
年

参
照
。

（
30
）
阿
部
泰
蔵
『
修
身
論
』
前
編
、
松
村
書
店
、
一
九
七
三
年
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
収
）

（
31
）
本
書
に
お
け
る
、
キ
リ
ス
ト
教
要
素
の
排
除
に
関
し
て
は
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・ 

ミ
ャ
ン
・
マ
ル
テ
ィ
ン
『『
修
身
論
』
の
「
天
」』（
慶
應
義
塾
大

学
出
版
、
二
〇
一
九
年
）
に
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
32
）
沢
村
修
治
『
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
全
史

近
代
編
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
九
年

（
33
）
明
治
期
に
刊
行
さ
れ
た
字
書
・
辞
書
に
つ
い
て
は
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
（
現
・
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

https://dl.ndl.go.jp/

）
に
よ
っ
た
。

（
34
）
な
お
、
筆
者
は
国
立
国
会
図
書
館
で
参
照
可
能
な
約
三
十
冊
の
み
確
認
し
た
。

（
35
）
西
田
長
寿
『
明
治
時
代
の
新
聞
と
雑
誌
』
至
文
堂
、
一
九
六
一
年
、
山
本
武
利
『
近
代
日
本
の
新
聞
読
者
層
』
叢
書
現
代
の
社
会
科
学
、
法
政

大
学
出
版
局
、
一
九
八
一
年

（
3（
）
『
海
島
冒
険
奇
譚

海
底
軍
艦
〇
五
』
初
版
一
九
〇
〇
年
。
押
川
春
浪
（
一
八
七
六
～
一
九
一
四
）
著
。
明
治
時
代
に
流
行
し
た
冒
険
小
説
。

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
電
子
図
書
館
青
空
文
庫
、w

w
w

.aozora.gr.jp
よ
り
引
用
）

（
37
）
『
巴
里
よ
り
』  

初
版
一
九
一
四
年
、
与
謝
野
寛
、
与
謝
野
晶
子
（
一
八
七
八
～
一
九
四
二
）
著
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
電
子
図
書
館
青
空
文
庫
、

w
w

w
.aozora.gr.jp

よ
り
引
用
）

（
38
）
一
八
七
二
（
明
治
六
）
年
に
、
学
制
が
発
布
さ
れ
て
も
、
国
民
の
多
く
は
自
分
た
ち
の
子
供
を
す
ぐ
に
は
小
学
校
へ
通
わ
せ
な
か
っ
た
。
当
初
、

小
学
校
の
就
学
率
は
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
、
通
学
率
に
至
っ
て
は 

二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
で
あ
っ
た
と
い
う
。
な
お
、
明
治
の
中
頃
に
は
小

学
校
の
就
学
率
は
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
（
通
学
率
は
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
越
え
、明
治
の
末
頃 

に
は
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
（
通
学
率
は
九
〇
パ
ー
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セ
ン
ト
）
近
く
に
達
し
た
。（
高
橋
敏
『
近
代
史
の
中
の
教
育
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）

（
武
蔵
野
大
学
特
任
教
授

博
士
（
哲
学
）、
公
益
財
団
法
人
中
村
元
東
方
研
究
所
主
任
研
究
員
）


