
  
 

自
律
し
た
人
生
を 

歩
み
ま
し
ょ
う 

 

（
※
２
０
２
０
年
１
月
２
３
日
現
在
）
中
国
湖

北
省
武
漢
市
（
こ
ほ
く
し
ょ
う
ぶ
か
ん
し
）
当

局
は
先
月
三
日
、
原
因
不
明
の
ウ
イ
ル
ス
性
肺

炎
の
発
症
者
が
四
十
四
人
に
増
え
た
と
世
界

に
向
け
て
発
表
し
、
十
一
日
に
は
一
人
が
死
亡

し
た
と
報
道
さ
れ
た
。
と
同
時
に
、
新
型
の
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
確
認
さ
れ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー

ス
が
世
界
を
駆
け
抜
け
ま
し
た
。
そ
の
後
、
中

国
国
外
で
も
発
症
者
が
相
次
い
で
見
つ
か
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
十
三
日
に
は
タ
イ
で
、
十

六
日
に
は
残
念
な
が
ら
日
本
で
も
確
認
さ
れ

ま
す
。 

 
 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
肺
炎
の
発
生

地
で
患
者
が
多
発
し
て
い
る
中
国
湖
北
省
武

漢
市
で
二
十
三
日
か
ら
、
空
港
や
鉄
道
駅
を
封

鎖
し
、
市
民
の
移
動
を
制
限
す
る
「
戦
時
的
措

置
（
市
政
府
）
」
が
導
入
さ
れ
ま
す
。
二
十
四

日
か
ら
の
春
節
（
旧
正
月
）
連
休
を
前
に
ウ
イ

ル
ス
の
拡
散
を
防
ぐ
狙
い
が
あ
り
ま
し
た
。
中

国
政
府
が
二
十
三
日
午
前
０
時
ま
で
に
集
計

し
た
国
内
の
患
者
数
は
、
こ
の
時
点
で
五
百
七

十
一
人
に
の
ぼ
り
ま
し
た
。
武
漢
市
を
含
む
湖

北
省
の
患
者
数
は
四
百
四
十
四
人
で
、
う
ち
十

七
人
が
死
亡
し
た
と
報
じ
て
い
ま
す
。 

「
コ
ロ
ナ
」
と
い
う
の
は
ギ
リ
シ
ア
語
が
語
源

で
、
王
様
な
ど
が
か
ぶ
る
「
冠
」
と
い
う
意
味

で
す
。
ウ
イ
ル
ス
の
表
面
の
突
起
が
冠
に
見
え

る
か
ら
こ
の
よ
う
な
名
前
が
付
い
た
そ
う
で

す
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
人
以
外
の
哺
乳
類
に

も
感
染
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
人
に
感 

 

染
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い

る
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
そ
の
う
ち
六
類
で
す
。

う
ち
四
類
は
「
普
通
の
風
邪
」
が
原
因
で
、
残
り

の
二
類
が
サ
ー
ズ
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
）
や
マ
ー
ズ
（
Ｍ
Ｅ

Ｒ
Ｓ
）
な
ど
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
「
サ
ー
ズ
」
と
「
マ
ー
ズ
」
は
、
か

つ
て
ニ
ュ
ー
ス
で
も
報
道
さ
れ
恐
れ
ら
れ
た
の
で

ご
記
憶
に
残
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。

「
サ
ー
ズ
」
は
平
成
十
五(2

0
03)

年
に
中
国
で
流

行
し
た
病
気
。「
マ
ー
ズ
は
」
平
成
二
十
七(

20
15)

年
に
韓
国
で
流
行
し
た
病
気
で
す
。
共
通
点
は
、

ど
ち
ら
も
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
変
化
し
た
ウ
イ
ル

ス
が
原
因
に
な
っ
て
起
こ
る
病
気
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。S

A
R

S

（
重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
）
は
、

香
港
を
中
心
に8

,0
96

人
が
感
染
し
、
三
十
七
ヶ

国
で
七
百
七
十
四
人
が
死
亡
し
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
（
致
命
率9.6

%

）
。
ま
たM

E
R

S

（
中
東
呼
吸

器
症
候
群
）
の
韓
国
で
の
発
症
者
数
百
八
十
六
人

の
う
ち
、
三
十
八
人
が
死
亡
し
て
い
ま
す
（
致
命

率3
4
.4

％
）
。 

 

今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
サ
ー
ズ
と

マ
ー
ズ
に
似
て
異
な
る
新
型
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
全
て
の
症
例
が
武
漢

市
で
感
染
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
武
漢

市
以
外
の
場
所
で
の
感
染
事
例
は
今
の
と
こ
ろ
あ

り
ま
せ
ん
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
死
者

は
十
七
人
に
増
え
、
米
国
な
ど
で
も
患
者
が
確
認

さ
れ
る
中
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
（
世
界
的
な
大
流
行
）

を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
と
し
て
各
国
が
警
戒
を

強
め
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
以
上
、
被
害
拡
大
し
な
い
事
を
切
に
祈
る

ば
か
り
で
す
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
予
防
方
法
と

し
て
は
、
特
に
、
外
出
中
は
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
、

食
事
や
ト
イ
レ
の
後
な
ど
手
洗
い
を
こ
ま
め
に
行

う
と
の
こ
と
で
す
。
風
邪
の
菌
か
ら
身
を
守
る
方 

法
は
古
今
東
西
変
わ
ら
な
い
よ
う
で
す
。
健
康
あ

っ
て
の
今
日
只
今
と
い
う
事
に
な
る
の
で
、
皆
さ

ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ウ
イ
ル
ス
に
限
ら
ず
普

段
の
生
活
も
健
康
に
留
意
し
な
が
ら
体
調
を
整
え

て
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

●

【
な
ぜ
病
気
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？
】 

 

と
こ
ろ
で
な
ぜ
病
気
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？

お
考
え
に
な
っ
た
事
は
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
？

実
は
病
気
に
は
「
肉
体
の
病
」
、
「
心
（
思
い
癖
）

の
病
」
、
「
宿
命
の
病
」
と
三
つ
に
大
別
で
き
ま

す
。
一
つ
ず
つ
ご
説
明
し
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
ず

肉
体
の
病
は
、
過
労
、
不
摂
生
、
怪
我
な
ど
か
ら

く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
心
の
病
は
、
考
え

方
の
ク
セ
が
病
気
と
し
て
表
れ
て
く
る
も
の
と
言

え
ま
す
。
つ
ま
り
、
心
の
在
り
方
が
病
気
と
な
っ

て
信
号
を
発
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
宿
命
の
病
と
い
う
の
は
、
霊
的
な
意
味
合
い

が
強
く
な
り
ま
す
が
、
寿
命
も
含
む
先
天
的
な
病

な
ど
を
指
し
ま
す
。
「
宿
命
」
を
嘆
い
て
も
し
よ

う
が
あ
り
ま
せ
ん
し
、
甘
ん
じ
て
受
け
止
め
て
い

か
な
く
て
は
い
け
な
い
現
実
で
も
あ
る
と
思
い
ま

す
。
と
い
う
こ
と
で
、
以
上
三
つ
の
中
で
最
も
大

事
な
の
が
「
心
の
病
」
だ
と
思
い
ま
す
。
「
心
の

病
」
か
ら
「
肉
体
の
病
」
も
引
き
起
こ
さ
れ
る
と

思
う
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
心
の
あ
り
方
が
寿
命

を
も
左
右
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
そ
れ
で
は
「
心
の
病
」
の
原
因
を
探
っ
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。 

●

【
心
の
病
の
原
因
と
は
】 

「
心
の
病
」
を
引
き
起
こ
す
最
た
る
原
因
は
、
や

は
り
対
人
関
係
だ
と
思
い
ま
す
。
何
故
な
ら
、
私

達
が
社
会
生
活
を
営
む
か
ぎ
り
，
自
分
に
と
っ
て

他
者
と
の
関
係
は
，
自
己
の
存
在
と
切
り
離
す
こ

と
の
で
き
な
い
不
可
分
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
か
ら
で
す
。 

 

家
族
と
い
う
人
間
関
係･･･

夫
婦
、
親
子
で
様
々 

な
ひ
ず
み
が
起
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
夫
婦
関

係
、
親
子
関
係
の
ひ
ず
み
は
、
離
婚
や
家
庭
内
暴

力
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
学
校
で
の 

人
間
関
係･･･

校
内
暴
力
、
い
じ
め
、
登
校
拒
否
な

ど
が
社
会
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ 

る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
で
す
よ
ね
。
職
場
で 

の
人
間
関
係･･･

厳
し
す
ぎ
る
上
司
、
立
ち
回
り 

の
う
ま
い
同
僚
、
い
い
か
げ
ん
に
見
え
る
部
下
。

上
司
や
同
僚
と
飲
み
会
で
の
付
き
合
い
、
給
料 

の
増
減
、
仕
事
が
ス
ム
ー
ズ
に
い
か
な
い
、
そ 

し
て
残
業
。
「
あ
の
人
と
は
も
う
一
緒
に
い
た 

く
な
い
！
」
と
思
っ
て
し
ま
う
気
持
ち
も
分
か 

ら
な
い
で
も
な
い
で
す
。
仏
教
で
は
「
怨
憎
会 

苦
（
お
ん
ぞ
う
え
く
）
」
と
教
え
ら
れ
て
い
ま 

す
が
、
こ
れ
は
怨
み
憎
し
み
合
う
者
同
士
が
会 

わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
苦
し
み
を
意
味
し
ま
す
。

そ
の
他
、
多
種
多
様
に
わ
た
っ
て
人
生
を
歩
む 

上
で
、
切
っ
て
も
切
れ
な
い
人
間
関
係
に
向
き 

合
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
が
私
達
の 

人
生
で
す
。
私
達
に
は
「
言
葉
」
と
い
う
武
器
？ 

道
具
？
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
、
相
手
を 

傷
付
け
も
す
れ
ば
、
癒
し
支
え
る
こ
と
も
で
き 

ま
す
。
そ
し
て
、
人
は
人
で
し
か
磨
か
れ
な
い 

と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

●

【
人
か
ら
の
言
葉
に
傷
つ
か
な
い
よ
う
に 

す
る
に
は
】 

 

ど
ん
な
経
験
も
自
分
の
魂
を
磨
く
、
磨
き
砂 

の
よ
う
な
も
の
だ
と
受
け
止
め
た
い
と
思
い 

ま
す
。
「
傷
つ
く
」
と
い
う
こ
と
へ
の
と
ら
え 

方
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
「
傷
つ
く
」 

で
は
な
く
、
「
磨
か
れ
る
」
の
で
す
。
そ
の
人
の 

言
葉
で
「
傷
つ
い
た
」
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ 

ん
が
、
魂
は
磨
か
れ
て
、
少
し
で
も
輝
き
を
得
た 

と
思
え
る
自
分
に
成
長
で
き
れ
ば
良
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
思
え
る
こ
と
が
で
き
た

な
ら
、
相
手
に
対
し
て
「
磨
い
て
く
れ
て
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
感
謝
の
念
す
ら
湧
い
て
く 

 
 

 



 

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
（
笑
）
。
人
か
ら

バ
カ
と
言
わ
れ
て
腹
が
立
つ
の
は
、
「
自
分
は

バ
カ
じ
ゃ
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ

う
し
、
「
そ
う
な
の
で
す
、
私
っ
て
バ
カ
だ
よ

ね
～
」
と
思
っ
て
い
た
ら
、
笑
え
る
は
ず
で
す
。

そ
ん
な
強
い
人
を
目
指
せ
た
ら
と
思
い
ま
す
。 

 
 

「
傷
つ
い
た
」
の
で
は
な
く
、
「
磨
か
れ
た
」

の
で
す
。
輝
く
宝
石
も
最
初
は
荒
い
傷
に
始
ま

り
、
最
後
に
繊
細
に
磨
き
上
が
る
の
で
す
。
私

達
も
同
じ
で
す
。
被
害
者
意
識
を
や
め
た
ら
、

美
し
い
人
生
が
待
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
日
々

輝
く
た
め
に
、
磨
か
れ
て
い
る
と
捉
え
直
し
ま

し
ょ
う
。 

●

【
不
幸
に
な
る
人
の
法
則
】 

 
 

心
の
中
に
「
自
己
憐
憫
（
じ
こ
れ
ん
び
ん
）
」・

「
責
任
転
嫁
（
せ
き
に
ん
て
ん
か
）
」
・
「
依
存 

 

心
（
い
そ
ん
し
ん
）
」
以
上
の
三
つ
は
別
名
「
不

幸
に
な
る
人
の
法
則
」
と
称
し
て
い
る
先
生
が

お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
先
生
曰
く
、
人
間
関
係
に

限
ら
ず
、
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
の
原
因
を
突

き
詰
め
て
み
る
と
、
だ
い
た
い
こ
の
三
つ
に
行

き
当
た
る
そ
う
で
す
。 

 
 

友
達
っ
て
何
で
し
ょ
う
か
？
そ
も
そ
も
友
達

に
定
義
っ
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
友
達
に
定

義
は
あ
り
ま
せ
ん
。
広
い
視
野
で
俯
瞰
（
ふ
か

ん
）
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
こ
に
映

る
世
界
は
「
全
人
類
が
自
分
の
友
達
」
と
い
う

世
界
観
で
す
。
友
達
は
家
族
と
同
様
に
、
自
分

自
身
を
映
し
出
す
「
映
し
鏡
」
で
す
。
知
り
合
っ

た
人
を
「
な
ん
て
優
し
い
人
な
ん
だ
ろ
う
」
と

思
う
の
は
、
自
分
の
心
の
器
＝
魂
＝
（
波
長
の 

高
い
部
分
）
が
そ
の
人
の
心
の
器
＝
魂
＝
（
波
長 

の
高
い
部
分
）
に
反
応
し
た
か
ら
な
の
だ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
反
対
に
「
自
分
の
周
り
に
意
地

悪
な
人
し
か
い
な
い
」
と
思
う
な
ら
、
今
の
自 

 

分
自
身
が
意
地
悪
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

す
。
と
い
う
こ
と
は
、
周
囲
を
見
渡
せ
ば
、
今
の
自

分
自
身
が
ど
う
い
う
人
な
の
か
が
分
か
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
し
相
手
を
採
点
し
て
、
お

ま
け
に
「
減
点
法
」
で
人
を
判
断
し
よ
う
と
す
る

あ
な
た
の
心
の
中
に
は
「
自
己
憐
憫
」
・
「
責
任

転
嫁
」
・
「
依
存
心
」
が
あ
る
と
自
覚
し
て
、
自

分
自
身
の
心
の
置
き
所
、
つ
ま
り
考
え
方
を
見
直

す
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
友
達
に
関
し
て
は
、

三
つ
の
中
で
も
特
に
「
依
存
心
」
が
大
き
い
と
言

え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
「
依
存
心
」

が
あ
る
か
ら
、
あ
れ
が
ダ
メ
、
こ
れ
も
気
が
利
か
な

い
な
ど
と
、
相
手
の
こ
と
を
減
点
法
で
捉
え
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
減
点
法
で
は
な
く
、
友
達

と
の
関
係
で
大
事
な
の
は
、
あ
て
に
し
な
い
で
、

良
い
部
分
だ
け
を
見
つ
め
る
「
加
算
法
」
で
付
き
合

う
こ
と
が
、
結
果
的
に
自
分
の
首
を
絞
め
る
こ
と

な
く
自
由
に
付
き
合
え
る
方
法
と
言
え
そ
う
で

す
。 人

に
騙
さ
れ
た
と
い
う
人
も
、
他
者
に
「
依
存
」

し
、
あ
て
に
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
の
「
責
任
転
嫁
」

で
あ
り
、
自
立
心
を
持
た
な
い
「
自
己
憐
憫
」
だ

っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
裏
切
ら
れ
た

と
感
じ
る
の
は
、
相
手
へ
の
依
存
心
が
あ
る
か
ら

で
す
。
相
手
に
求
め
な
け
れ
ば
、
怒
り
も
失
望
も

あ
り
ま
せ
ん
。
全
て
は
自
分
が
蒔
い
た
種
の
結

果･･･

こ
う
い
う
捉
え
方
を
す
る
責
任
主
体
を
基

本
に
生
き
て
い
た
と
し
た
ら
、
他
者
に
助
け
を
求

め
る
事
が
あ
っ
て
も
、
全
て
は
自
己
責
任
と
理
解

し
て
の
こ
と
で
す
か
ら
、
大
き
な
躓
（
つ
ま
づ
）

き
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
す
。 

●

【
幸
せ
な
人
は
、
意
地
悪
を
し
ま
せ
ん
】 

な
ぜ
、
意
地
悪
を
す
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は

「
私
を
分
か
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
甘
え
な
の
で

す
。
意
地
悪
を
す
る
人
の
大
体
が
、
妬
（
う
ら
） 

 

み
、
嫉
（
そ
ね
）
み
、
嫉
妬
（
し
っ
と
）
か
ら
そ

う
す
る
も
の
で
す
。
ど
う
し
て
自
分
さ
え
良
け
れ

ば
よ
い
と
い
う
自
己
中
心
的
な
行
動
を
と
る
の
か

と
い
え
ば
、
弱
い
か
ら
で
す
。
ま
だ
心
が
成
熟
し

て
い
な
い
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
未
熟
な
自
分
を

守
る
気
持
ち
が
、意
地
悪
に
向
か
わ
せ
る
の
で
す
。

意
地
悪
を
さ
れ
た
ら
嫌
な
思
い
を
す
る
の
は
当
然

で
す
が
、
大
切
な
の
は
こ
う
し
た
人
と
同
じ
土
俵

に
上
が
ら
な
い
こ
と
だ
と
言
え
ま
す
。 

ま
た
、
こ
の
世
に
た
っ
た
一
人
な
ら
、
孤
独
と

い
う
概
念
は
あ
り
ま
せ
ん
。
傷
つ
く
の
も
傷
付
け

る
事
を
避
け
る
た
め
に
、
つ
ま
り
対
人
関
係
を
避

け
て
、
自
分
一
人
で
部
屋
に
引
き
こ
も
る
人
も
お

ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
人
も
孤
独
感
を
味
わ
う
と
い

う
対
人
関
係
を
生
き
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
そ
こ

で
、
そ
の
立
場
、
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
、

自
分
の
未
熟
さ
を
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

そ
れ
は
「
感
謝
」
に
変
わ
る
は
ず
で
す
。 

新
型
の
流
行
ウ
イ
ル
ス
も
恐
ろ
し
い
で
す
が
、

も
っ
と
恐
ろ
し
い
の
は
、
自
分
の
「
心
の
病
」
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
ま
な
ら
な
い
人
生
の
中

で
、自
分
の
心
に
拠
っ
て
立
つ
こ
と
が
出
来
る「
自

立
」
で
あ
り
、
ま
た
「
自
律
」
し
た
自
分
の
心
の

成
長
に
、
私
達
は
軸
足
を
置
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
も
の
と
思
い
ま
す
。 

「
自
己
憐
憫
」
・
「
責
任
転
嫁
」
・
「
依
存
心
」

の
三
つ
か
ら
脱
却
し
た
、
そ
う
「
自
律
」
し
た
大

人
が
一
人
で
も
増
え
て
下
さ
る
こ
と
を
心
か
ら
御

祈
念
申
し
上
げ
、今
号
を
締
め
た
い
と
思
い
ま
す
。 

合

合
掌 

副
住
職 

谷
川
寛
敬 

ご 

 
 

 
 

 

ご 

案 

内 

来
月
の
お
参
り
は
、 

「
春
季
お
彼
岸
法
要
」 

三
月
二
十
日
（
金
） 

 

・
10
時
30
分
～ 

・
13
時
～ 

    

年
間
行
事
の
変
更
に
つ
い
て 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ご
参
拝
さ
れ
る
方
々
の
ニ
ー
ズ
に 

お
答
え
し
て
、
今
年
か
ら
日
程
の 

入
れ
替
え
を
致
し
ま
し
た
。 

◎
大
黒
尊
天
祭 

五
月
十
日 

（
第
二
日
曜
日
） 

 

◎
祠
堂
大
法
要 

六
月
十
四
日
（
第
二
日
曜
日
） 

お
給
仕
当
番
の
方
々
は
、 

経
田
・
本
新
地
区
の
方
々
で
す
。 

   


