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究
極
的
で
は
な
い
。
究
極
的
な
る
全
体
は
外
に
求
む
べ
き
で
な
く
内
に
求
む
べ
き
で
あ
る
。
第

二
次
の
反
省
に
於
て
は
、
反
省
の
反
省
と
し
て
、
第
一
次
の
反
省
の
向
外
的
遠
心
的
な
る
を
向

内
的
求
心
的
方
向
に
向
わ
し
む
る
の
で
あ
る
。
斯
く
て
反
省
の
次
元
が
高
ま
る
の
で
あ
る
。
哲

学
は
一
度
こ
の
自
省
自
覚
の
立
場
に
立
つ
の
で
な
け
れ
ば
哲
学
と
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ソ

ク
ラ
テ
ス
や
カ
ン
ト
が
が
哲
学
に
於
て
不
朽
の
意
義
を
も
つ
所
以
で
あ
る
。
が
、
哲
学
は
こ
こ
に

止
ま
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
主
観
は
如
何
に
し
て
も
主
観
に
帰
す
る
能
わ
ざ
る
客
観
と
の
対
立

に
於
て
始
め
て
主
観
た
る
の
で
あ
り
、
全
く
客
観
を
主
観
に
吸
収
し
、
客
観
の
独
立
性
を
没
却

す
る
時
は
却
て
主
観
も
主
観
で
は
な
く
な
る
。
客
観
の
根
拠
を
主
観
に
求
め
、無
限
な
る
外
延

的
全
体
の
不
可
能
な
る
総
合
の
代
り
に
内
包
的
全
体
の
統
一
を
置
き
、
第
一
次
の
反
省
の
向

外
的
方
向
を
翻
し
て
向
内
的
自
覚
の
第
二
次
の
反
省
に
哲
学
を
高
め
た
こ
と
は
ソ
ク
ラ
テ
ス

や
カ
ン
ト
の
画
期
的
事
業
で
あ
る
が
、
其
処
に
止
ま
る
と
き
哲
学
が
却
て
自
己
を
抽
象
化
す
る

に
至
る
こ
と
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
精
神
を
体
系
化
し
た
も
の
と
し
て
解
せ
ら
れ
る
限
り
の
プ
ラ

ト
ン
哲
学
や
、
カ
ン
ト
の
思
想
を
主
観
化
の
方
向
に
徹
底
し
た
初
期
の
フ
ィ
ヒ
テ
（
一
七
六
二

―

一
八
一
四
）
哲
学
の
一
面
性
が
こ
れ
を
実
証
す
る
で
あ
ろ
う
と
田
辺
元
氏
は
言
う
。 

 

お
知
ら
せ 

 
 
  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
再
拡
大
し
て
い
る
状
況
を
受
け
、
参
加
者
の
健
康
と
安

全
を
最
優
先
に
考
慮
し
、
第
四
回
定
期
総
会
並
び
に
「
近
藤
美
佐
子
先
生
を
語
る
会
」
の
開

催
を
中
止
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
総
会
資
料
は
、
月
報
六
月
号
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い

ま
す
よ
う
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

  

神
道
（
十
一
）
（
大
和
世
界
の
建󠄁
設
）        
竹
葉 

秀
雄 

古
事
記  

宇
宙
の
創
始 

 
 

 
 
 
 
―

実
在―

（
二
） 

反
省
の
学 

 

 

哲
学
は
絶
対
的
反
省
の
学
で
あ
る
。
学
問
は
す
べ
て
人
間
が
生
に
対
す
る
反
省
か
ら
生
じ
る

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
一
次
の
反
省
と
し
て
の
認
識
は
一
般
に
客
観
に
関
す
る
の
で
あ
る
。
哲

学
は
絶
対
反
省
の
学
と
し
て
、
こ
の
第
一
次
の
反
省
を
も
反
省
し
、
第
二
次
の
反
省
、
即
ち
客
観

で
な
く
主
観
の
自
覚
と
い
う
立
場
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
は
じ
め
に
掲
げ
た
「
汝
自
ら
を
知

れ
」
の
モ
ッ
ト
ー
を
哲
学
の
指
針
と
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
哲
学
の
道
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
カ

ン
ト
の
批
判
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
の
自
省
に
至
る
ま
で
、
主
観
の
自
覚
と
し
て
の
哲
学
が
高
調
せ
ら

れ
た
の
は
正
当
で
あ
る
。
哲
学
は
生
の
全
体
的
反
省
、
究
極
的
反
省
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
全
体
は

外
延
的
に
外
に
求
め
て
達
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、そ
の
場
合
の
反
省
は
常
に
相
対
的
に
し
て 
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第
四
章 

士
道
論 

 
 

   
  

菅
原 

兵
治 

～
第
二
節 

士 

ー 

命
、志
、道
～ 

 

み
こ
と
の
哲
学 

 

而
し
て
命
が
既
に
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
志
が
独
尊
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
道
も

亦
全
く
唯
我
独
尊
の
も
の
で
あ
る
。即
ち
吾
々
は
独
自
の
「
命
」
の
此
岸
に
立
ち
、
独
自
の
「
志
」

の
彼
岸
に
向
っ
て
独
自
の
「
天
稟
」
の
力
を
以
て
、独
自
の
「
道
」
を
ひ
た
進
み
に
進
ん
で
行
く
の

で
あ
る
。
「
命
」
の
「
必
然
」
に
拘
束
せ
ら
れ
な
が
ら
、
此
処
に
躍
進
の
「
自
由
」
の
喜
び
が
あ
る
。

こ
の
必
然
上
の
自
由
の
躍
進
！
そ
の
作
用
が
即
ち
「
生
命
」
で
あ
り
、
そ
の
本
体
が
即
ち
「
命
」

で
あ
る
。
而
し
て
茲
に
至
れ
ば
そ
の
生
活
内
容
が
既
に
独
尊
な
る
を
以
て
、
「
命
」
は
ま
た
そ
の

ま
ま
「
尊
」
で
あ
る
。
思
え
ば
人
生
は
ま
こ
と
に
「
命
」
で
あ
る
。
吾
々
が
「
境
遇
」
や
「
性
質
」
に

よ
っ
て
拘
束
せ
ら
る
る
の
も
命
（
世
間
の
所
謂
運
命
）
で
あ
り
、
其
の
「
命
」
の
現
状
に
慊
ら
ず

し
て
彼
岸
遥
か
に
「
志
」
を
立
つ
る
力
も
、
其
の
「
志
」
に
向
っ
て
精
進
す
る
力
も
実
は
「
命
」
の

用―

即
ち
生
命
で
あ
り
、
而
し
て
其
の
命
の
所
有
者
た
る
人
間
そ
の
も
の
が
「
命
」
な
の
で
あ

る
。―

思
え
ば
吾
々
の
生
活
は
実
に
「
命
」
の
一
字
に
よ
っ
て
い
み
じ
く
も
証
悟
し
得
る
も
の
で
、

我
が
日
本
民
族
が
肇
国
以
来
崇
高
な
る
人
格
の
所
有
者
を
呼
ぶ
に
「
み
こ
と
」
の
名
を
以
て
し
、

而
し
て
こ
れ
に
当
つ
る
に
漢
字
の
「
命
」
の
字
を
以
て
し
た
と
い
う
こ
と
は
永
遠
に
世
界
に
誇
る

べ
き
道
徳
的
証
悟
で
あ
る
。
人
生
は
実
に
「
天
命
」
で
あ
り
、
而
し
て
「
生
命
」
で
あ
り
、
而
し
て

「
命
」
な
の
で
あ
る
。―

も
っ
と
如
実
に
い
え
ば
、
「
天
命
」
の
上
に
立
っ
て
、
「
生
命
」
し
て
行
く

「
命
」
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
「
命
を
知
ら
ず
ん
ば
以
て
君
子
と
な
す
な
し
」
と
い
う
論
語
結
尾

の
一
語
に
も
、
「
天
命
言
之
性
。
率
性
言
之
道
。
修
道
謂
之
教
」
と
い
う
中
庸
の
首
章
に
も
、
其

の
「
命
」
字
に
不
尽
の
妙
趣
を
汲
み
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

         

思
想
の
持
つ
力 

 
 

 

三
浦  

夏
南 

  こ
こ
の
と
こ
ろ
形
の
持
つ
大
切
さ
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
き
た
。日
本
精
神
や
国
体
と
い
う
こ

と
は
口
で
は
語
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
精
神
を
育
ん
で
き
た
と
こ
ろ
の
生
活
の
実
態
が
欠
如
し

て
い
る
こ
と
を
痛
切
に
感
じ
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
思
想
は
な
く
て
も
良
い
、

形
さ
え
正
し
け
れ
ば
、
心
は
末
永
く
守
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、
こ
れ
だ
け
の
歴
史
あ
る
我
が
国
が
こ
こ
ま
で
伝
統
文
化
を
喪
失
し
た
危
機
的
な
状
況
に
立

ち
至
る
は
ず
が
な
い
し
、
こ
れ
だ
け
日
本
ら
し
い
生
活
を
奪
わ
れ
た
我
々
令
和
の
民
は
二
度
と

立
ち
上
が
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
我
々
平
成
に
生
を
受
け
た
も
の

は
生
活
の
隅
か
ら
隅
ま
で
を
二
流
の
西
洋
近
代
の
産
物
で
埋
め
尽
く
さ
れ
、
学
校
や
社
会
か

ら
二
流
の
資
本
主
義
的
、民
主
主
義
的
な
偽
善
の
価
値
観
を
押
し
付
け
ら
れ
続
け
て
来
た
が
、

魂
の
根
底
に
あ
る
大
和
魂
は
ひ
と
時
も
失
う
こ
と
な
く
、
あ
る
べ
き
日
本
人
の
姿
に
回
帰
せ
ん

と
日
々
行
動
し
続
け
て
い
る
。
形
だ
け
が
全
て
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
も
う
す
で
に
終
わ
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
が
、
大
和
魂
が
滅
び
ぬ
限
り
、
我
々
は
い
つ
で
も
美
し
く
清
ら
か
な
日
本
人
と
し
て
の

生
活
を
取
り
戻
す
こ
と
が
出
来
る
と
信
じ
て
い
る
。 

私
は
ユ
ダ
ヤ
、
キ
リ
ス
ト
の
歴
史
に
は
詳
し
く
な
い
。
外
来
の
学
問
で
は
シ
ナ
の
儒
教
に
は
親

し
み
を
感
ず
る
が
、イ
ン
ド
の
仏
教
に
な
る
と
異
国
の
感
じ
が
否
め
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
、キ
リ
ス
ト
思

想
に
関
し
て
は
ど
う
に
も
馴
染
め
な
い
感
じ
が
あ
る
。
し
か
し
、
モ
ー
セ
が
長
く
奴
隷
の
地
位
に

置
か
れ
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
民
族
を
先
導
し
、
民
族
の
誇
り
と
独
立
の
為
に
行
動
し
た
こ
と
に
は
感

激
を
受
け
る
。
自
分
た
ち
が
奴
隷
で
あ
る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
た
人
々
に
誇
り
を
取

り
戻
さ
せ
、
独
立
さ
せ
る
こ
と
が
如
何
に
む
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
る
か
は
想
像
に
余
り
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
モ
ー
セ
の
こ
の
偉
業
に
は
ユ
ダ
ヤ
人
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
民
族
が
勇
気

を
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ど
れ
ほ
ど
長
い
間
自
分
た
ち
ら
し
く
な
い
悲
惨
な
環

境
に
置
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
一
度
志
が
確
立
す
れ
ば
、
何
度
で
も
立
ち
上
が
り
復
活
す
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。ユ
ダ
ヤ
人
で
す
ら
斯
く
の
如
く
強
大
な
力
を
持
つ
ま
で
に
至
っ
た
の

で
あ
れ
ば
、
況
や
我
々
神
州
の
民
を
や
で
あ
る
。
彼
ら
を
遥
か
に
凌
駕
す
る
伝
統
と
歴
史
が
我

が
国
に
は
存
在
す
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
如
何
に
我
が
国
の
あ
る
べ
き
姿
が
失
わ
れ
て
い
よ
う
と
も
、

一
旦
志
が
立
て
ば
、我
々
は
も
う
一
度
立
つ
こ
と
が
出
来
る
。  

現
在
日
本
に
は
様
々
な
暗
い
現
実
が
立
ち
ふ
さ
が
っ
て
い
る
。
現
状
だ
け
見
れ
ば
も
う
だ
め

か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
悲
観
的
に
な
る
の
が
正
常
で
あ
る
。
こ
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の
状
態
を
見
て
ま
だ
大
丈
夫
と
言
っ
て
い
る
人
間
は
少
し
問
題
が
あ
る
か
、
我
が
国
が
不
幸
に

な
る
こ
と
で
得
を
し
て
い
る
人
間
で
あ
ろ
う
。
学
術
、教
育
、
経
済
、
思
想
、宗
教
、制
度
、法
律
、

国
家
に
於
い
て
思
い
つ
く
熟
語
で
ま
と
も
に
機
能
し
て
い
る
も
の
が
一
つ
も
な
い
の
が
、
我
が
国

の
現
状
で
あ
る
。し
か
し
、心
に
さ
え
確
固
と
し
て
志
が
固
ま
っ
て
い
れ
ば
、
今
か
ら
で
も
我
々
は

変
わ
る
こ
と
が
出
来
る
。
高
潔
な
る
神
州
の
民
が
長
く
奴
隷
の
位
置
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に

決
別
し
、
誇
り
あ
る
独
立
の
歩
み
を
始
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
思
想
の
力
で

な
く
て
、
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
が
日
本
人
ら
し
く
生
き
得
る
仕
組
み
は
残
念
な
が
ら
我
が

国
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
我
々
は
こ
の
強
い
目
的
意
識
を
決
し
て
心
の
世
界
に
留
め
て
置
い
て

は
な
ら
な
い
。
強
い
思
想
を
以
て
形
を
変
え
て
行
く
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
形
、

仕
組
み
の
重
要
性
を
こ
れ
ま
で
記
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、実
際
に
我
々
に
残
さ
れ
て
い

る
の
は
一
つ
の
純
粋
な
精
神
で
あ
る
。
そ
れ
を
以
て
こ
の
世
に
抵
抗
し
、
戦
い
続
け
る
こ
と
し
か

で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

                    

と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

杏
奈 

  

 
 

今
年
は
梅
雨
入
り
が
例
年
よ
り
一
カ
月
ほ
ど
早
く
、今
月
は

雨
の
多
い
一
月
と
な
り
ま
し
た
。
連
日
雨
が
降
り
続
く
と
、
気

分
も
少
し
憂
鬱
に
な
り
、
お
日
様
が
恋
し
く
な
り
ま
す
。
雨
と

雨
の
合
間
に
訪
れ
る
五
月
晴
れ
の
日
は
清
々
し
く
、
畑
の
お
野

菜
も
光
を
浴
び
て
葉
が
輝
き
、
久
し
ぶ
り
に
日
向
に
干
さ
れ
た

洗
濯
物
も
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
揺
れ
て
い
ま
す
。 

今
月
は
雨
の
日
が
多
か
っ
た
の
で
、
倉
庫
で
皮
む
き
の
作
業

が
出
来
る
葉
ネ
ギ
の
収
穫
を
ほ
と
ん
ど
毎
日
行
い
ま
し
た
。
今

月
収
穫
し
た
葉
ネ
ギ
は
、
一
本
一
本
葉
先
ま
で
ピ
ン
と
し
て
い

て
、
根
張
り
も
良
く
、
水
分
を
十
分
に
含
ん
で
い
て
、
今
ま
で
の

中
で
も
最
も
満
足
の
い
く
栽
培
が
で
き
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
収

穫
が
始
ま
り
、
綺
麗
に
収
穫
で
き
た
ネ
ギ
に
う
っ
と
り
し
な
が

ら
喜
ん
で
い
た
の
も
束
の
間
、
連
日
の
雨
と
、
晴
れ
の
日
の
気
温
の
上
昇
に
よ
っ
て
、
日
に
日
に

ネ
ギ
の
背
丈
が
ぐ
っ
と
伸
び
、
一
番
良
い
と
さ
れ
る
Ⅿ
サ
イ
ズ
の
時
期
を
取
り
逃
し
、
Ｌ
サ
イ
ズ

に
な
る
ネ
ギ
が
ほ
と
ん
ど
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。採
り
始
め
が
遅
か
っ
た
こ
と
と
、
一
度
に
植

え
付
け
る
株
数
が
多
す
ぎ
た
よ
う
で
す
。
な
ん
と
か
一
日
で
も
早
く
収
穫
し
た
い
と
思
い
、
近

く
で
農
業
を
営
む
三
十
代
の
友
人
た
ち
に
声
を
か
け
、
今
は
ア
ル
バ
イ
ト
と
い
う
形
で
お
手
伝

い
し
て
頂
き
、
出
来
る
だ
け
毎
日
出
荷
作
業
を
し
て
い
ま
す
。
次
期
作
か
ら
は
、
収
穫
時
期
を

早
め
る
こ
と
・
一
度
に
植
え
付
け
る
株
数
を
調
整
す
る
こ
と
・
追
肥
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
場
所
ご

と
に
変
え
る
こ
と
に
試
み
、
な
る
べ
く
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
Ⅿ
サ
イ
ズ
で
出
荷
で
き
る
よ
う
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
今
回
失
敗
し
た
こ
と
で
シ
ョ
ッ
ク
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
上
に
貴

重
な
学
び
を
た
く
さ
ん
得
ら
れ
た
の
で
、
ま
た
次
期
作
も
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

家
庭
菜
園
の
夏
野
菜
も
、
葉
が
青
々
と
茂
り
、
元
気
よ
く
成
長
し

て
い
ま
す
。
今
は
バ
ジ
ル
を
摘
ん
で
ガ
パ
オ
ラ
イ
ス
に
し
て
食
べ
た
り

株
の
間
引
き
菜
で
ふ
り
か
け
を
作
り
、
お
に
ぎ
り
に
し
て
朝
ご
飯
で

食
べ
た
り
し
て
い
ま
す
。
今
週
中
に
は
ズ
ッ
キ
ー
ニ
が
採
れ
始
め
そ

う
で
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
ま
す
。 

夏
の
訪
れ
を
感
じ
る
よ
う
な
日
差
し
の
強
い
日
も
増
え
ま
し

た
。農
作
業
の
合
間
を
縫
っ
て
学
問
に
も
励
み
、心
身
と
も
に
鍛
え
、

暑
い
夏
を
元
気
に
乗
り
越
え
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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★
今
後
の
予
定 

 
 

先
月
に
引
き
続
き
個
別
で
の
勉
強
会
の
対
応
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。ご
希
望
の
方 

は
事
務
局
ま
で
お
電
話
く
だ
さ
い
。 

 ★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発
展
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周
囲
の
人
々
の

心
に
「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ
と
を
願
い
、
活
動
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

★
年
会
費 

一
般
会
員 

    
   

三
千
円 

賛
助
会
員 

    
   

一
万
円 

特
別
賛
助
会
員 

   

三
万
円 

支
援
会
員 

 
 
 

一
万
円 

 

★
振
込
先 

 

「
ひ
の
心
を
継
ぐ
会
」 

 

愛
媛
銀
行
・
本
町
支
店
・
普
通
預
金 

 

口
座
番
号 

６
１
４
２
７
３
５ 

  

※
入
会
希
望
・
退
会
希
望
の
際
は
、
事
務
局
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

 
 


