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社
に
自
分
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
自
分
に
強
い
て
い
る
。

い
っ
た
い
何
の
た
め
に
学
ん
で
い
る
の
か
、
と
い
う

志
が
な
い
ま
ま
、
学
ん
で
い
る
の
が
現
代
の
若
者
た

ち
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

一
方
、
江
戸
、
明
治
時
代
の
日
本
を
造
っ
た
偉
人

た
ち
は
、
合
わ
せ
る
教
育
と
対
極
に
あ
り
ま
し
た
。

私
は
伊
能
忠
敬
の
玄
孫
に
あ
た
り
ま
す
。
忠
敬
の
受

け
て
き
た
教
育
は
全
く
違
い
ま
す
。
忠
敬
は
九
十
九

里
浜
の
漁
村
に
生
ま
れ
、
最
終
学
歴
は
寺
子
屋
の
三

年
で
す
。
庶
民
の
子
は
、
学
校
教
育
と
し
て
寺
子
屋

に
よ
っ
て
異
り
ま
す
が
、
三
年
か
、
四
年
間
し
か
学

ん
で
い
ま
せ
ん
。
両
親
が
失
踪
し
ま
す
が
、
漁
具
を

収
め
て
い
る
番
小
屋
で
向
学
心
に
燃
え
て
、
独
学
で

学
ん
だ
の
で
す
ね
。
そ
の
後
は
、
佐
原
の
傾
き
か
け

て
い
た
酒
造
り
の
庄
屋
の
養
子
に
も
ら
わ
れ
、
見
事
、

立
て
直
し
ま
す
。
一
念
発
起
し
て
、
五
十
五
歳
の
と

き
に
日
本
全
国
の
測
量
を
始
め
、
日
本
地
図
を
作
り

上
げ
ま
し
た
。
こ
れ
は
自
発
し
て
学
び
重
ね
、
天
文

学
に
通
じ
て
い
た
か
ら
で
す
。
歩
幅
を
合
わ
せ
て
行

っ
た
測
量
は
補
助
的
な
も
の
で
、
星
の
位
置
を
観
測

す
る
天
測
機
を
供
の
者
に
持
た
せ
て
歩
い
た
。
で
す

か
ら
、
忠
敬
の
日
本
地
図
の
元
は
天
文
学
で
す
。
宇

宙
衛
星
か
ら
撮
っ
た
日
本
地
図
と
の
誤
差
が
一
％
以

下
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

江
戸
時
代
末
期
の
農
村
を
支
え
た
二
宮
尊
徳
、

「
日
本
資
本
主
義
の
父
」
と
呼
ば
れ
て
明
治
期
に
活

躍
し
た
渋
沢
栄
一
も
、
寺
子
屋
の
み
で
し
た
。

　

江
戸
時
代
、
侍
の
家
の
男
子
は
藩
校
に
通
い
ま
し

た
が
、
庶
民
は
全
員
、
寺
子
屋
で
学
び
ま
し
た
。
寺

子
屋
は
全
国
に
二
万
軒
ほ
ど
あ
り
ま
し
た
。
多
い
と

こ
ろ
で
は
千
人
が
学
ん
で
い
ま
す
。
寺
子
屋
の
教
科

書
は
地
域
の
手
作
り
で
す
。
漁
村
で
は
魚
の
獲
り
方

─
─
近
年
の
日
本
の
状
況
を
鑑
み
て
、
加
瀬
先
生
は

ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

加
瀬　

根
本
は
、
教
育
と
勉
強
の
あ
り
方
が
誤
っ
て

い
ま
す
。
私
は
「
合
わ
せ
る
」
教
育
と
呼
ん
で
い
ま

す
。
暗
記
問
題
で
す
が
、
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
の

で
は
な
く
、
問
題
や
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し

て
、
答
え
を
合
わ
せ
て
い
く
教
育
で
す
。
今
日
の
日

本
は
高
校
ま
で
の
教
育
は
全
て
、
大
学
に
入
学
す
る

た
め
の
合
わ
せ
る
教
育
。
次
は
就
職
の
た
め
に
、
会

極め人に聴く

❖
極
め
人
に
聴
く
❖
2

加瀬　英明 氏

ま
ず
、自
分
を
つ
く
り
、国
を
つ
く
る

　
加か

せ瀬
　
英ひ

で
あ
き明

　

外
交
評
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家

聞
き
手

室む
ろ

舘だ
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勲
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さ
お
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し
て
い
く
、
と
い
う
順
番
で
す
ね
。

加
瀬　

は
い
、
も
ち
ろ
ん
、
大
学
を
目
指
す
の
は
よ

い
こ
と
で
す
が
、
私
は
大
学
卒
の
肩
書
に
憧
れ
て
自

分
を
合
せ
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
本
来
、
学

問
と
は
逆
で
、
自
分
が
関
心
を
持
つ
こ
と
を
学
ぶ
た

め
、
志
を
達
成
す
る
た
め
に
大
学
に
入
っ
て
学
ぶ
こ

と
を
目
指
し
て
ほ
し
い
。
も
っ
と
自
分
の
力
で
学
ん

で
、
自
分
を
創
造
す
る
こ
と
に
集
中
し
て
ほ
し
い
。

　

菅
首
相
は
地
方
か
ら
上
京
し
、
刻
苦
勉
励
し
て
一

段
一
段
階
段
を
あ
が
っ
て
、
栄
冠
を
手
に
し
ま
し
た
。

周
辺
に
合
わ
せ
る
こ
と
な
く
、
自
分
づ
く
り
を
し
た

ヒ
ー
ロ
ー
の
一
人
で
す
。
大お

お
な
た鉈

を
振
っ
て
教
育
改
革

に
挑
ん
で
ほ
し
い
で
す
ね
。
大
い
に
期
待
し
ま
す
。

─
─
よ
く
聞
く
の
は
「
戦
後
の
教
育
が
良
く
な
い
ん

だ
」
と
い
う
意
見
で
す
。
た
だ
、
そ
の
意
味
で
は
、

戦
後
の
教
育
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
明
治
時
代

以
降
の
中
央
集
権
的
な
シ
ス
テ
ム
か
ら
ほ
こ
ろ
び
が

は
じ
ま
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

加
瀬　

そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
は
常
々
、「
江

戸
時
代
は
、
世
界
で
最
も
庶
民
が
恵
ま
れ
て
い
た
時

代
だ
っ
た
」
と
主
張
し
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
一
方
で
、
江
戸
時
代
が
武
士
の
価
値
観
を

変
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
負
の
面
が
あ
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
移
っ
て
、

江
戸
幕
府
が
で
き
ま
し
た
。
江
戸
幕
府
の
目
的
が

「
徳
川
家
の
支
配
を
続
け
る
こ
と
」
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
ま
す
。
徳
川
家
は
何
よ
り

も
戦
乱
を
恐
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
「
武
士
道
」
と
い

う
鋳
型
を
作
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
、
武
士
道
は
精
神
と
し
て
存
在
し
て
い

ま
し
た
が
、
型
に
は
ま
っ
た
窮
屈
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
武
士
と
し
て
の
美
学
と
し
て
、

や
、
ど
う
し
た
ら
魚
を
上
手
く
調
理
で
き
る
か
な
ど

教
え
た
。
農
村
で
は
作
物
の
作
り
方
な
ど
を
教
え
て

い
た
。
道
徳
教
育
は
共
通
し
て
い
ま
し
た
。

─
─
そ
の
土
地
の
風
土
に
あ
っ
た
、
実
用
的
な
知
識

も
教
え
て
い
た
の
で
す
ね
。

加
瀬　

江
戸
幕
府
に
は
、
文
部
科
学
省
に
あ
た
る
、

庶
民
の
文
教
を
司
る
役
人
が
い
な
か
っ
た
ん
で
す
。

人
間
教
育
を
各
地
方
の
自
治
に
任
せ
て
い
た
の
で
す

ね
。
私
は
教
育
に
お
い
て
は
江
戸
時
代
の
よ
う
に
、

も
っ
と
地
方
自
治
体
に
任
せ
た
方
が
良
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
当
然
、
全
体
を
監
督
す
る
文
部

科
学
省
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
が
、
も
っ
と
地
方
に

裁
量
を
与
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

─
─
な
る
ほ
ど
、
教
育
は
中
央
集
権
的
で
は
な
く
、

地
方
自
治
的
で
あ
る
べ
き
で
は
、
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。

加
瀬　

は
い
。
全
て
が
「
合
わ
せ
る
」
教
育
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
、
よ
く
な
い
。
江
戸
末
期

や
明
治
の
日
本
を
造
っ
て
き
た
庶
民
出
身
の
偉
人
た

ち
は
皆
、
学
歴
は
三
、
四
年
程
度
な
ん
で
す
。
そ
れ

で
も
一
所
懸
命
独
学
で
勉
強
し
て
、
ま
ず
自
分
を
作

っ
て
か
ら
、
日
本
を
造
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
姿
勢
が
大
事
で
す
。
ま
ず
志
が
あ
っ
て
勉
学

に
い
そ
し
み
、
自
分
を
つ
く
り
、
そ
し
て
社
会
や
会

社
、
国
に
貢
献
を
す
る
。

　

他
方
、
現
代
人
に
は
志
が
な
い
若
者
が
多
い
と
思

い
ま
す
。
志
も
な
け
れ
ば
、
な
ぜ
学
ぶ
の
か
目
的
も

な
い
。
周
り
に
合
わ
せ
る
だ
け
、
与
え
ら
れ
た
問
題

の
正
解
だ
け
の
学
習
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

生い
の
ち命

の
無
駄
づ
か
い
で
す
。
応
用
問
題
が
で
き
な
い
。

─
─
志
を
立
て
、
そ
れ
に
従
っ
て
学
び
、
ま
ず
は
自

己
を
完
成
さ
せ
る
。
そ
の
上
で
、
社
会
貢
献
を
果
た

極め人に聴く
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逆
に
、
た
だ
有
名
校
に
入
学
し
て
、
よ
い
成
績
を

取
り
、
よ
い
会
社
に
就
職
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
人
生

が
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
し
た
ら
悲
し
い
で
す
ね
。

　

今
の
日
本
は
根
無
し
草
の
よ
う
な
国
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
思
い
ま
す
。
金
を
儲
け
る
た
め
だ
け
に
、

世
界
に
う
っ
て
出
る
企
業
も
い
ま
す
。「
多
国
籍
企

業
」
で
は
な
く
「
無
国
籍
企
業
」
と
呼
ぶ
べ
き
企
業

が
多
い
で
す
ね
。

個
人
に
つ
い
て

も
、
よ
く
似
た

こ
と
が
起
き
て

い
ま
す
。
古
い

習
わ
し
だ
と
か
、

文
化
的
に
我
々

が
当
た
り
前
の

よ
う
に
お
こ
な

っ
て
き
た
こ
と
が
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
大
き
な
も

の
で
言
え
ば
、
冠
婚
葬
祭
の
葬
儀
で
す
。
現
代
で
は

家
族
葬
と
し
て
、
簡
素
に
終
え
て
し
ま
う
こ
と
が
増

え
ま
し
た
。
お
墓
も
、
無
縁
墓
が
増
え
て
い
ま
す
。

放
置
さ
れ
て
、
お
参
り
に
い
か
な
い
例
が
増
え
て
い

る
ん
で
す
ね
。
結
婚
も
、
若
い
二
人
が
二
人
だ
け
で
、

ハ
ワ
イ
や
グ
ア
ム
で
写
真
を
撮
る
だ
け
で
、
済
ま
せ

て
し
ま
う
。

　

本
来
、
結
婚
も
葬
式
も
、
一
族
、
血
族
の
絆
、
地

域
の
共
同
体
の
絆
を
深
め
る
た
め
に
お
こ
な
っ
た
も

の
で
す
。
日
本
社
会
の
縦
糸
で
あ
り
横
糸
で
す
。
そ

れ
を
効
率
ば
か
り
を
重
視
し
て
し
ま
う
と
、
日
本
を

束
ね
て
き
た
絆
が
な
く
な
っ
て
い
き
、
日
本
か
ら
日

本
の
力
で
あ
る
根
っ
こ
が
失
せ
て
し
ま
う
。

─
─
守
る
べ
き
も
の
の
た
め
に
は
、
効
率
化
し
て
は

い
け
な
い
側
面
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

集
約
し
て
型
に
は
め
、
そ
れ
を
重
ん
じ
る
こ
と
を
よ

し
と
し
ま
し
た
。

　

孫
子
の
兵
法
の
基
本
は
「
兵
は
詭
道
な
り
」
と
い

う
も
の
で
す
。
戦
い
と
は
相
手
を
騙
す
こ
と
だ
。
そ

れ
を
武
士
道
が
卑
怯
と
し
て
忌
み
嫌
う
も
の
と
し
ま

し
た
。
例
え
ば
『
忠
臣
蔵
』
を
描
く
と
き
も
、
奇
襲

作
戦
の
は
ず
な
の
に
、
吉
良
邸
討
ち
入
り
の
と
き
に

門
前
で
陣
太
鼓
を
打
つ
ん
で
す
ね
。
奇
襲
だ
っ
た
ら

太
鼓
は
打
ち
ま
せ
ん
。
騙
し
討
ち
は
、
江
戸
時
代
の

武
士
道
に
反
し
ま
し
た
。

─
─
武
士
道
が
、
卑
怯
な
騙
し
討
ち
を
良
し
と
し
な

か
っ
た
か
ら
で
す
ね
。

加
瀬　

さ
ら
に
、
江
戸
時
代
の
武
士
道
は
死
ぬ
こ
と

に
も
っ
と
も
価
値
の
高
い
価
値
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

「
死
」
に
最
高
の
価
値
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、

後
の
大
東
亜
戦
争
に
ま
で
悪
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
先

の
大
戦
を
思
い
出
し
て
ほ
し
い
の
で
す
が
、
ア
ッ
ツ

島
か
ら
硫
黄
島
ま
で
、
玉
砕
に
次
ぐ
玉
砕
で
す
。
数

百
も
の
島
に
戦
線
を
広
げ
た
が
、
お
握
り
一
コ
も
届

け
ら
れ
な
い
。
そ
ん
な
過
酷
な
状
況
で
戦
い
「
全
員

が
死
ぬ
」
こ
と
を
「
美
し
い
」
と
描
い
た
。
こ
れ
は
、

武
士
道
を
歪
め
た
美
学
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

年
功
序
列
で
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
海
戦
で
の
失
敗
を
は

じ
め
、
指
揮
官
の
中
に
は
、
近
代
戦
闘
に
お
け
る
判

断
を
で
き
な
か
っ
た
者
も
多
く
い
ま
し
た
。

─
─
武
士
道
の
「
死
」
の
美
学
が
、
別
の
側
面
を
も

た
ら
し
た
と
。
一
方
、
武
士
道
に
お
い
て
も
志
や
大

義
の
側
面
は
称
賛
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。

加
瀬　

今
日
の
日
本
に
も
、
学
歴
で
勝
負
す
る
の
で

は
な
く
、
ま
ず
自
分
の
志
を
立
て
て
、
そ
れ
に
則
っ

て
学
び
、
社
会
に
貢
献
す
る
人
々
が
い
ま
す
。
ど
ん

な
業
界
に
も
い
ま
す
。
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。

極め人に聴く
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極め人に聴く

ら
れ
る
た
め
で
は
な
く
、
自
分
か
ら
進
ん
で
学
ん
で

社
会
に
貢
献
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ

い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
学
校
の
先
生
、
大
学
の

教
授
は
、
自
分
た
ち
よ
り
二
十
も
三
十
も
年
上
で
す
。

古
い
知
識
し
か
持
っ
て
い
な
い
も
の
で
す
。
学
び
は

枠
の
中
に
は
ま
る
こ
と
を
目
的
す
る
の
で
は
な
く
、

自
分
が
中
心
と
な
っ
て
志
を
持
っ
て
、
志
を
実
現
す

る
た
め
に
自
分
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

中
身
が
な
い
学
歴
尊
重
と
、
合
わ
せ
る
ば
か
り
に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
、
日
本
か
ら
活
力
を
奪
い
、
亡
国

を
招
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

私
の
父
方
の
郷
里
が
千
葉
、
母
方
は
薩
摩
と
会
津

若
松
の
血
を
享
け
て
い
ま
す
。
母
の
祖
父
が
霧
島
の

武
士
で
戊
辰
戦
争
に
参
戦
し
、
会
津
若
松
の
娘
と
結

ば
れ
ま
し
た
。
あ
の
時
代
の
略
奪
婚
で
し
た
。

　

会
津
藩
の
名
門
の
武
家
の
白
岩
家
の
家
訓
が
、

「
自
発
自
奮
」
と
い
う
も
の
で
、
私
の
座
右
の
銘
と

し
て
い
ま
す
。

　
「
自
発
」
こ
そ
人
に
力
を
与
え
、
奮
闘
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
日
本
が
栄
え
ま
す
。
日
本
は
志
の
国
で

あ
る
べ
き
で
す
。

　

室
舘
さ
ん
は
「
自
発
」
の
人
で
す
ね
。
す
ば
ら
し

い
。
次
代
を
託
せ
る
人
で
す
。

─
─
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

加
瀬　

教
育
に
つ
い
て

も
同
じ
で
す
。
学
校
も
、

効
率
を
優
先
し
て
、
多

く
の
人
に
一
気
に
「
教

え
る
」
こ
と
は
で
き
る

で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
で
は
「
育
て
る
」

こ
と
が
で
き
な
い
。
育

て
る
の
は
、
一
対
一
が

基
本
で
す
。
学
校
で
も
企
業
で
も
、
た
だ
教
え
る
と

い
う
だ
け
で
は
人
は
育
ち
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
大

学
の
多
く
の
教
授
が
、
た
だ
教
え
れ
ば
よ
い
と
思
っ

て
い
る
。
そ
れ
で
は
人
間
が
で
き
ま
せ
ん
。
今
の
学

校
教
育
の
大
き
な
欠
陥
と
い
え
ば
「
育
て
る
」
こ
と

が
で
き
て
い
な
い
点
だ
と
思
い
ま
す
。

─
─
世
の
教
育
は
、
そ
の
本
質
を
外
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
ね
。
い
ま
、
世
の
中
の
大
学
生
は
二
人
に
一

人
は
「
本
を
、
月
に
一
冊
も
読
ま
な
い
」
と
答
え
る

そ
う
で
す
。

加
瀬　

嘆
か
わ
し
い
で
す
ね
。
学
生
に
「
趣
味
は

何
？
」
と
聞
く
と
「
読
書
で
す
」
と
答
え
る
学
生
が

い
ま
す
。
い
つ
か
ら
、
学
生
に
と
っ
て
読
書
が
趣
味

に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
学
生
の
本
分
は
学
び
で

あ
り
、
読
書
と
学
び
は
一
体
の
も
の
で
す
。
釣
り
や

ボ
ー
リ
ン
グ
な
ど
と
読
書
が
横
並
び
の
趣
味
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
か
嘆
か
わ
し
い
。

　

私
は
渋
沢
栄
一
や
、
二
宮
尊
徳
、
伊
能
忠
敬
と
い

っ
た
人
物
の
人
生
を
、
多
く
の
若
者
に
知
っ
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
自
分
が
そ
の
時
代
、
彼
ら

の
よ
う
な
境
遇
だ
っ
た
ら
ど
う
す
る
か
、
自
問
し
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

自
分
が
生
ま
れ
て
き
た
の
は
、
人
か
ら
た
だ
教
え

■
か
せ
・
ひ
で
あ
き
■

昭
和
十
一
年　

東
京
生
ま
れ
。

慶
應
大
学
経
済
学
部
、
エ
ー
ル
大
学
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学

に
学
び
、「
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科
事
典
」
初
代
編
集

長
を
経
て
、
福
田
赳
夫
、
中
曽
根
内
閣
で
首
相
特
別
顧
問
、

日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
理
事
、
松
下
政
経
塾
相
談
役
な
ど
歴
任
。

日
本
会
議
代
表
委
員
、
自
衛
隊
・
隊
友
会
理
事
、
東
京
国

際
大
学
特
命
教
授
。
海
外
で
の
講
演
活
動
も
多
数
。


