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感
じ
て
い
る
「
幸
福
」
の
正
体
で
す
。
彼

ら
は
何
を
も
っ
て
幸
せ
と
感
じ
て
い
る
の

か
。
ブ
ー
タ
ン
人
の
幸
福
の
本
質
を
理
解

す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
、
ま
ず
彼
ら
の

宗
教
的
世
界
観
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

た
と
え
ば
冒
頭
に
挙
げ
た
無
墓
制
。
ブ

ー
タ
ン
に
は
墓
が
あ
り
ま
せ
ん
。
火
葬
で

弔
っ
た
あ
と
、
灰
や
骨
の
ほ
と
ん
ど
は
川

に
流
す
。
遺
骨
の
一
部
を
持
ち
帰
り
、
砕

い
て
粉
に
し
、
粘
土
と
混
ぜ
て
型
を
抜
き
、

高
さ
五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
「
ツ
ァ
ツ
ァ
」
と

呼
ば
れ
る
円
錐
形
の
塔
を
い
く
つ
も
作
る
。

ツ
ァ
ツ
ァ
は
寺
院
な
ど
宗
教
施
設
の
外
側

や
風
通
し
の
よ
い
場
所
に
並
べ
ら
れ
ま
す
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
か
ら
の
風
に
吹
か
れ
る
う
ち
、

ツ
ァ
ツ
ァ
は
風
化
し
、
二
、
三
年
も
す
れ

ば
跡
形
も
な
く
な
る
。

ブ
ー
タ
ン
で
は
「
風
は
宇
宙
の
息
」
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
か
ら
吹

き
お
ろ
す
強
い
風
に
よ
っ
て
、
死
者
の
魂

か
ら
三
世
代
、
多
い
と
こ
ろ
で
は
十
数
人

が
生
活
を
共
に
し
て
い
て
、
家
族
全
員
で

農
作
業
に
従
事
し
て
支
え
合
っ
て
暮
ら
し

て
い
ま
す
。

ブ
ー
タ
ン
に
は
墓
が
な
い

日
本
人
の
尺
度
で
は
、
貧
し
さ
は
不
幸

の
要
因
の
一
大
事
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

確
か
に
モ
ノ
の
量
や
お
金
の
保
有
だ
け
で

考
え
れ
ば
日
本
人
よ
り
も
ブ
ー
タ
ン
人
は

不
幸
と
な
り
ま
す
が
、
モ
ノ
や
お
金
が
な

い
の
に
、
国
民
の
多
く
が
「
自
分
は
幸
せ

だ
」
と
感
じ
て
い
る
。

モ
ノ
が
あ
ふ
れ
て
い
る
日
本
で
、
日
本

人
自
身
が
あ
ま
り
「
幸
福
」
を
感
じ
ず
、

「
不
安
」
を
口
に
す
る
人
が
多
い
一
方
、

モ
ノ
が
少
な
い
ブ
ー
タ
ン
人
は
「
幸
福
」

を
実
感
し
て
い
る
。
こ
の
違
い
は
何
な
ん

で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
考
え
る
の
は
、
ブ
ー
タ
ン
人
が

そ
の
う
ち
の
一
つ
が
ブ
ー
タ
ン
で
し
た
。

ブ
ー
タ
ン
は
イ
ン
ド
と
中
国
の
あ
い
だ
、

ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
東
端
に
位
置
し
、
面
積

は
九
州
と
同
じ
く
ら
い
。
人
口
七
十
万
足

ら
ず
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
国
で
す
。
就
労
人

口
の
六
割
が
農
業
に
従
事
し
、
公
用
語
は

ゾ
ン
カ
語
、
普
通
教
育
は
ほ
ぼ
英
語
で
行

な
わ
れ
て
い
ま
す
。

国
民
一
人
当
た
り
の
所
得
は
、
一
九
二

〇
ド
ル
（
世
界
銀
行
二
〇
一
〇
年
）
と
、
日

本
の
二
十
分
の
一
に
も
満
た
な
い
。
数
字

だ
け
で
見
れ
ば
、
世
界
の
中
で
も
貧
し
い

国
に
な
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
美
し
い
渓
谷
に
囲
ま
れ
、
豊

か
な
水
と
森
林
資
源
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

農
作
物
の
自
給
率
の
高
さ
も
あ
り
、
農
村

部
で
は
貧
困
層
が
少
な
い
。
特
に
西
部
で

は
、
ほ
と
ん
ど
が
自
作
農
家
で
、
農
作
物

を
売
買
し
て
現
金
収
入
も
あ
り
ま
す
。

伝
統
的
な
農
家
の
家
屋
は
三
階
建
て
と

大
き
く
立
派
な
構
え
で
、
そ
こ
に
二
世
代

た
か
ら
で
す
。

考
え
て
い
た
こ
ろ
は
、
日
本
全
体
は
バ

ブ
ル
の
真
っ
た
だ
中
で
、
土
地
の
値
段
は

ハ
ネ
上
が
り
、
大
金
を
か
け
て
墓
を
持
た

な
け
れ
ば
「
ハ
カ
な
い
人
生
だ
」
と
い
わ

れ
て
い
ま
し
た
（
笑
）。
そ
の
後
、
研
究

対
象
を
国
内
だ
け
で
な
く
、
タ
イ
や
ネ
パ

ー
ル
、
イ
ン
ド
と
い
っ
た
ア
ジ
ア
各
国
へ

広
げ
、
各
国
の
仏
教
寺
院
な
ど
で
調
査
・

研
究
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
が
、

へ
の
興
味
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
す
。

無
墓
制
は
、
墓
を
設
け
ず
に
宗
派
の
本

山
に
遺
骨
の
一
部
（
の
ど
仏
）
を
納
骨
す

る
風
習
で
す
。
墓
を
持
た
な
い
の
で
当
然

お
墓
参
り
の
慣
習
も
な
い
。
一
説
に
は
平

家
の
落
ち
武
者
が
隠
れ
住
ん
だ
山
里
ゆ
え

墓
を
作
ら
な
か
っ
た
な
ど
と
も
い
わ
れ
て

い
ま
す
が
、「
墓
を
持
つ
こ
と
が
当
た
り

前
に
な
っ
て
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
そ

も
そ
も
墓
と
は
何
だ
ろ
う
」
と
考
え
て
い

支
え
合
っ
た
暮
ら
し

私
の
生
家
は
浄
土
真
宗
の
寺
で
私
自
身

僧
侶
な
の
で
す
が
、
ブ
ー
タ
ン
へ
の
関
心

は
、
も
と
も
と
「
も
ん
と
さ
ん
」
と
呼
ば

れ
る
真
宗
門
徒
が
何
を
幸
せ
と
考
え
て
い

る
の
か
を
探
っ
た
こ
と
と
、
北
陸
の
一
部

の
真
宗
地
域
に
あ
る
、
墓
が
な
い
村
（
無

墓
制
村
落
）
や
、
墓
に
木
を
植
え
る
習
慣
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ブ
ー
タ
ン
で
は
国
民
の
多
く
が「
自
分
は
幸
せ
」と
答
え
る
と
い
う
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
中
の
小
国
が〝
世
界
一
幸
せ
な
国
〞と
い
わ
れ
る
背
景
と
は
？

文
化
人
類
学
者
と
浄
土
真
宗
の
僧
侶
と
い
う
二
つ
の
立
場
か
ら

ブ
ー
タ
ン
を
研
究
し
て
い
る
本
林
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

心
の
豊
か
さ
と
経
済
合
理
性
と
の
折
り
合
い
は
つ
け
ら
れ
る
？

「
小
さ
な
幸
福
」と「
大
き
な
幸
福
」の
あ
い
だ


