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の
人
並
み
は
ず
れ
た
行
動
力
の
果
実
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
に
欠
け
る
わ

た
く
し
は
羨
望
の
眼
差
を
も
っ
て
見
上
げ
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
に

お
い
て
も
文
献
か
ら
の
引
用
に
さ
い
し
て
、
『
種
痘
医
北
条
諒
斎
・
天
然

痘
に
挑
む
」
で
指
摘
し
た
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
は
残
念
で
あ

る
。
『
立
斎
年
表
」
は
本
文
に
お
い
て
詳
細
に
引
用
し
て
い
る
か
ら
い
い

で
は
な
い
か
、
と
い
う
著
者
の
声
が
き
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
が
、
出

来
れ
ば
本
耆
の
末
尾
に
で
も
全
文
を
収
録
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
さ
ら
に

よ
か
っ
た
の
で
な
い
か
と
も
思
っ
て
い
る
。
本
学
会
員
以
外
の
読
者

は
、
著
者
の
目
を
と
お
し
て
で
は
な
く
、
各
自
の
立
場
で
「
年
表
」
を

読
み
解
く
楽
し
み
が
味
わ
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
些
細
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
、
二
気
の
つ
い
た
こ
と

を
あ
げ
て
お
こ
う
。
わ
た
く
し
は
お
玉
ヶ
池
種
痘
所
の
設
立
と
運
営
に

つ
い
て
、
か
ね
て
か
ら
考
察
を
く
わ
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
は
そ
の
都

度
、
学
会
誌
に
発
表
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
川
路
聖
謨
を
設
立

仲
間
に
引
入
れ
た
功
労
者
は
著
者
の
い
う
ご
と
く
伊
東
玄
朴
で
は
な

く
、
箕
作
院
甫
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
ま
た
設
立
資
金
を
拠
出
し

た
藺
方
医
は
八
二
名
で
は
な
く
、
八
三
名
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
な
ぜ

一
名
Ｉ
そ
れ
は
戸
塚
静
甫
で
あ
る
Ｉ
が
こ
の
名
簿
か
ら
脱
落
し
て

し
ま
っ
た
か
を
ふ
く
め
て
す
で
に
発
表
ず
み
で
あ
る
こ
と
を
つ
け
加
え

て
お
く
。
歴
史
の
解
釈
は
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
る
の

は
世
の
常
で
あ
る
が
、
事
実
に
つ
い
て
は
窓
意
的
な
取
扱
い
は
許
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
本
書
が
、
今
後
の
桑
田
立
斎
研
究
に
あ
た
っ
て
常
に
座
右

に
お
い
て
参
考
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
物
で
あ
り
、
立
斎
の
周
辺

に
み
ら
れ
た
牛
痘
法
の
普
及
・
発
展
の
状
況
に
つ
い
て
も
、
本
書
に
よ

っ
て
お
お
く
の
知
識
を
あ
た
え
ら
れ
る
こ
と
は
間
違
な
い
。（

深
瀬
泰
旦
）

〔
桑
田
立
斎
先
生
顕
彰
会
東
京
都
千
代
田
区
鍛
冶
町
一
’
九
’
一
、
二
宮
内

科
電
話
○
三
’
三
二
五
四
’
五
○
○
七
、
一
九
九
八
年
一
二
月
一
九
日
発

行
、
Ａ
５
判
、
三
八
一
頁
、
特
別
価
格
五
五
九
○
円
、
一
般
一
五
○
○
○
円
〕

石
田
純
郎
著

『
ア
ジ
ア
医
科
学
史
散
歩
」

ア
ジ
ア
各
国
の
医
療
事
情
や
そ
の
国
の
近
代
医
学
の
受
容
に
つ
い
て

の
断
片
的
な
報
告
は
数
多
く
あ
る
が
、
医
科
学
史
の
視
点
か
ら
の
ま
と

ま
っ
た
史
跡
調
査
は
あ
ま
り
目
に
し
な
い
。

こ
の
地
域
は
か
っ
て
の
欧
米
の
植
民
地
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
影

響
を
抜
け
出
し
自
力
で
国
有
文
化
の
自
己
実
現
を
果
た
し
た
の
は
二
十

世
紀
半
ば
を
過
ぎ
て
か
ら
で
あ
り
、
目
下
そ
の
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い

る
の
が
現
状
で
あ
る
。

著
者
は
自
ら
の
足
で
、
韓
国
、
台
湾
、
香
港
、
マ
カ
オ
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
、
タ
イ
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
イ
ン
ド
の
各
地
に
、
そ
の

国
々
の
伝
統
医
学
の
現
状
と
遺
物
の
探
訪
、
近
代
西
洋
医
学
受
容
の
史

跡
と
資
料
を
求
め
精
力
的
な
現
地
調
査
を
く
り
返
し
た
体
験
を
ま
と
め

あ
げ
た
。

三
年
前
に
公
刊
し
た
言
－
ロ
ッ
パ
医
科
学
史
散
歩
」
は
渡
欧
す
る
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医
師
、
科
学
者
に
は
大
変
好
評
で
あ
る
が
、
本
書
は
前
者
と
一
と
味
違

っ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

こ
の
地
域
で
医
学
史
的
調
査
を
す
る
に
は
、
各
国
と
も
そ
の
受
け
皿

が
ョ
－
ロ
ッ
パ
各
国
の
よ
う
に
と
と
の
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
極
め
て
少

な
い
。
し
た
が
っ
て
旅
行
記
ま
が
い
の
記
述
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
巻
頭
に
旅
行
方
法
論
と
し
て
二
○
ペ
ー
ジ
余
を
そ
れ

に
あ
て
ビ
ザ
、
物
価
、
通
貨
の
両
替
、
公
共
交
通
の
知
識
、
食
事
、
宿

泊
か
ら
治
安
に
至
る
ま
で
、
失
敗
体
験
を
ふ
く
め
て
詳
述
し
て
あ
る
。

極
端
な
こ
と
を
言
え
ば
、
ま
だ
こ
の
地
域
の
国
々
は
そ
の
言
語
、
習

慣
の
多
様
性
な
ど
も
あ
り
、
一
人
で
自
由
に
医
科
学
の
調
査
を
行
う
に

は
大
変
な
困
難
が
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。

紹
介
さ
れ
て
あ
る
各
々
の
国
に
お
け
る
医
学
史
の
調
査
、
遺
跡
の
探

訪
に
は
本
書
を
参
考
と
し
て
、
予
め
そ
の
国
の
医
師
、
研
究
者
と
の
個

人
的
な
つ
な
が
り
を
確
実
に
し
な
け
れ
ば
そ
れ
を
達
成
す
る
こ
と
は
難

か
し
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
医
科
系
大
学
が
あ
っ
て
も
日
本
と
同
様
医

学
史
研
究
の
独
立
講
座
、
研
究
施
設
に
極
め
て
乏
し
い
こ
と
を
本
書
は

教
え
て
く
れ
て
い
る
。
韓
国
に
お
い
て
は
国
立
ソ
ウ
ル
大
学
内
の
貴
重

図
書
室
、
韓
独
薬
品
医
薬
博
物
館
を
訪
れ
見
学
す
る
の
で
も
容
易
で
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。
私
の
経
験
か
ら
台
湾
の
士
林
に
あ
る
故
宮
博
物
館

に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
医
薬
書
の
古
典
（
善
本
目
録
が
出
版
さ
れ
、
館
の

売
店
に
あ
る
）
を
閲
覧
し
、
複
写
す
る
の
も
容
易
な
こ
と
で
な
か
っ
た
。

台
湾
の
医
療
と
近
代
化
に
貢
献
し
た
馬
偕
（
⑦
・
門
．
冨
四
呉
昌
一
八
四
四

’
一
九
○
一
）
の
遺
跡
と
資
料
館
が
淡
水
に
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
熱

帯
病
学
者
マ
ン
ソ
ン
弓
．
言
四
房
ｇ
〕
一
八
四
四
’
一
九
二
二
）
の
研
究

し
た
遺
跡
を
訪
れ
る
の
は
容
易
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
香
港
医
学
博

物
館
は
一
九
九
六
年
に
開
設
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
と
い
う
。

タ
イ
国
で
は
バ
ン
コ
ク
の
シ
リ
ラ
ー
ト
病
院
の
解
剖
学
博
物
館
、
法

医
学
展
示
場
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治
の
初
期
日
本
で
活
躍

し
た
ウ
ィ
リ
ス
（
雪
．
弓
三
魔
一
八
三
七
’
一
八
九
七
）
が
在
勤
し
た

バ
ン
コ
ッ
ク
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
跡
な
ど
の
探
訪
記
事
も
あ
っ
て
よ
か
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
も
思
う
。

タ
イ
の
探
訪
記
事
は
可
成
り
詳
細
な
の
で
、
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
て

研
究
目
標
を
設
定
す
る
の
に
は
便
利
で
あ
る
。
イ
ン
ド
に
つ
い
て
は
ま

だ
そ
の
一
部
の
み
で
、
広
大
な
国
だ
け
に
全
貌
で
は
な
い
し
、
古
代
か

ら
高
い
文
化
を
育
成
し
て
来
た
国
だ
け
に
、
今
後
イ
ン
ド
だ
け
で
一
本

が
で
き
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

中
華
人
民
共
和
国
、
モ
ン
ゴ
ル
、
シ
ベ
リ
ア
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
フ

ィ
リ
ピ
ン
等
ア
ジ
ア
は
広
い
し
多
様
な
異
文
化
を
形
成
し
て
い
る
。
各

地
域
に
わ
た
る
民
族
伝
統
医
学
の
あ
ゆ
み
を
訪
ね
歩
く
こ
と
は
容
易
で

は
な
い
。
本
書
は
そ
の
探
訪
の
第
一
歩
を
印
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
後
、

既
に
探
訪
を
行
っ
て
医
科
系
大
学
の
現
状
、
組
織
な
ど
を
知
る
こ
と
の

で
き
る
案
内
書
を
刊
行
す
る
た
め
に
、
ア
ジ
ア
各
国
に
医
学
史
研
究
の

キ
イ
局
に
相
当
す
る
研
究
者
の
つ
な
が
り
を
よ
り
密
に
し
て
ゆ
く
情
報

交
換
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。

ア
ジ
ア
は
観
光
散
歩
す
る
に
は
て
っ
と
り
早
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

医
科
学
史
の
散
歩
に
は
周
到
な
事
前
の
調
査
、
特
に
植
民
時
代
の
宗
主

国
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
文
献
で
の
予
備
調
査
と
、
そ
の
国
で
信
頼
で
き

る
同
学
の
士
を
見
つ
け
、
そ
の
助
力
を
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
、
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本
書
は
あ
ら
た
め
て
教
え
て
く
れ
て
い
る
。

各
国
の
事
情
に
つ
い
て
、
医
師
で
あ
り
、
医
史
学
研
究
者
と
し
て
の

視
点
か
ら
、
各
種
の
情
報
を
き
め
細
か
く
、
し
か
も
自
ら
の
体
験
に
基

づ
き
な
が
ら
も
冷
静
な
客
観
的
な
視
点
か
ら
記
述
し
て
あ
る
の
は
大
変

参
考
に
な
る
。
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

ま
さ
に
生
き
た
ア
ジ
ア
医
科
学
史
の
散
歩
で
あ
る
と
と
も
に
文
化
史

散
歩
で
も
あ
る
と
こ
ろ
が
ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
と
言
え
る
よ
う
に
思

シ
フ
Ｏ

ア
ジ
ア
地
域
は
そ
の
政
治
と
同
じ
よ
う
に
、
文
化
事
情
も
刻
々
と
変

化
し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
変
化
に
応
じ
て
追
加
・
補
訂
を
要
す
る
の
で
あ

ろ
う
し
、
読
者
自
ら
が
加
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
医
学
史
研
究
の
世
界
に
生
き
て
い
る
著
者
の
行
実

が
生
々
し
く
伝
わ
る
一
書
で
あ
る
。

（
蒲
原
宏
）

〔
考
古
堂
書
店
新
潟
市
古
町
通
四
’
五
六
三
、
電
話
○
二
五
’
二
二
九
’
四

○
五
○
、
平
成
十
一
年
十
二
月
一
日
、
Ａ
５
判
、
二
二
一
頁
、
本
体
価
格
二
、

八
○
○
円
〕

「
筑
後
久
留
米
藩
医
中
山
家
系
図
」

著
者
の
中
山
茂
春
氏
は
福
岡
市
内
で
父
君
の
後
を
継
ぎ
内
科
医
と
し

て
診
療
す
る
一
方
、
若
く
し
て
医
史
学
を
志
し
、
こ
の
方
面
で
活
発
に

中
山
茂
春
著

研
究
し
て
い
る
学
徒
で
あ
る
。

こ
の
度
、
新
た
に
「
筑
後
久
留
米
藩
医
中
山
家
系
図
」
を
出
版
さ
れ

た
が
、
こ
れ
を
繕
け
ば
、
著
者
は
壮
大
な
樹
木
に
も
例
え
ら
れ
る
見
事

な
医
家
家
系
の
中
に
い
て
、
歴
史
に
の
め
り
込
む
の
は
当
然
の
成
り
ゆ

き
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

こ
の
本
に
は
著
者
の
出
自
で
あ
る
、
中
山
家
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ

か
ら
派
生
し
関
連
あ
る
多
数
の
家
系
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
中
山
家
の
淵
源
を
辿
れ
ば
、
筑
後
地
頭
の
宗
家
に
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
（
対
馬
藩
主
宗
家
と
の
縁
戚
も
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
）
。

中
山
家
の
久
留
米
有
馬
藩
医
と
し
て
の
初
代
は
道
可
（
一
七
六
九
、
明

和
六
年
没
）
ま
で
遡
れ
る
。
道
可
は
筑
後
御
原
郡
福
童
村
（
現
福
岡
県
小

郡
市
）
で
開
業
し
て
い
た
が
、
有
馬
藩
七
代
藩
主
頼
橦
に
召
し
出
さ
れ
た

の
が
藩
医
と
し
て
の
始
ま
り
で
あ
る
。

以
後
、
代
々
医
家
と
し
て
続
く
が
、
そ
の
中
で
も
五
代
中
山
元
琳
（
二

代
目
元
琳
、
一
八
三
七
’
一
九
○
五
）
は
、
日
田
の
広
瀬
淡
窓
と
ウ
ィ
リ
ス

に
学
び
、
藩
の
医
学
校
好
生
館
で
教
鞭
を
と
り
、
維
新
後
も
久
留
米
で

医
学
界
を
リ
ー
ド
す
る
俊
英
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
著
者
に
よ
っ
て

福
岡
県
医
報
、
一
九
九
七
年
七
月
号
で
詳
細
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

弟
泰
純
は
同
じ
久
留
米
藩
亀
尾
家
の
養
子
と
な
り
、
こ
こ
か
ら
も
歴

代
医
師
を
輩
出
し
て
い
る
。

第
四
代
琳
庵
の
妻
シ
マ
は
藩
医
松
下
家
の
出
自
で
あ
る
が
、
こ
の
甥

に
松
下
元
芳
三
代
元
芳
、
一
八
三
一
’
一
八
六
九
）
が
い
る
。
彼
は
緒
方

適
塾
の
塾
頭
を
務
め
た
秀
才
で
、
同
じ
九
州
出
身
で
塾
頭
で
あ
っ
た
、

福
沢
諭
吉
、
長
与
専
斎
と
同
期
で
あ
っ
た
。
久
留
米
藩
の
西
洋
医
学
は


