
Ⅰ
章　

幸
福
な
人
生
と
は
何
か
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こ
の
地
球
上
で
生
き
て
い
る
全
て
の
人
が
、
そ
の
人
生
の
日
々
を
少
し
で
も
幸
福
に
生
き
た
い

と
強
く
願
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
十
分
に
果
た
せ
ず
に
、

悩
み
苦
し
ん
で
い
る
人
が
数
多
く
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

こ
の
Ⅰ
章
で
は
、
幸
福
に
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
幸
福
な
人

生
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
考
え
方
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
、
私
な
り
に
論

じ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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第
一
講
　「
武
道
」
と
は
、
人
を
幸
せ
に
す
る
教
え

「
武
」
と
い
う
漢
字
は
、「
戈ほ
こ

」
と
「
止
」
の
二
つ
の
漢
字
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の

で
す
。
「
止
」
の
字
は
、
鳥
の
足
跡
を
形
ど
っ
た
象
形
文
字
で
あ
り
、
本
来
は

「
進
む
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
、「
武
」
と
は
、「
戈
を
持 

っ
て
進
む
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
て
、
広
義
に
解
釈
し
ま
す
と
、「
人
が
、
さ
ま
ざ

ま
な
困
難
を
乗
り
越
え
、
道
を
切
り
開
く
道
具
（
武
器
）
を
持
っ
て
、
人
生
を
雄

雄
し
く
歩
ん
で
い
く
」
と
い
う
人
生
姿
勢
を
示
し
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
る
べ
き

で
し
ょ
う
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
生
き
方
を
す
れ
ば
、
人
は
、
自
ら
の
持
て
る
力
を
存
分

に
振
る
っ
て
、
こ
の
人
生
を
力
強
く
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

そ
ん
な
充
実
し
た
人
生
こ
そ
が
、
幸
せ
な
人
生
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。



4

Ⅰ章　幸福な人生とは何か

●
な
ぜ
「
武
道
」
は
、
人
を
幸
せ
に
す
る
の
か

　

ま
ず
こ
こ
で
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
の
は
、
な
ぜ
「
武
道
」
は
、
人
を
幸
せ
に
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
に
先
だ
っ
て
、
ま
ず
「
武
道
」
と
い
う
言
葉
が
示
し
て
い
る
も
の
が
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

よ
く
「
武
」
と
い
う
漢
字
は
、「
戈ほ
こ

」
と
「
止
」
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
で
き
て
い
る
字
だ
か
ら
、「
戈

を
止
め
る
」、
つ
ま
り
、
他
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
そ
れ
を
防
ぎ
、
平
和
や
安
全
を
守
る
た
め
の
も
の
で
あ

る
、
と
解
説
さ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、「
止
」
と
い
う
漢
字
は
、
も
と
も
と
は
鳥
の
足
跡
の
形
か
ら
生
み
出
さ
れ

た
象
形
文
字
で
あ
り
、
本
来
は
、「
足
跡
を
残
す
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
、「
止

め
る
」
で
は
な
く
て
、「
進
む
」
意
味
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、「
武
」
と
は
、「
戈
を
持
っ
て 

進
む
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

　

な
ら
ば
、
そ
れ
を
ど
う
解
釈
す
る
か
が
問
題
に
な
り
ま
す
が
、「
攻
撃
は
最
大
の
防
御
な
の
だ
」
と
言
っ
て
し

ま
っ
て
は
、「
武
道
」
の
本
質
を
見
誤
っ
て
し
ま
う
気
が
し
ま
す
。
や
は
り
、
そ
れ
を
人
生
に
敷ふ

衍え
ん

す
る
中
で
、

そ
の
意
味
を
感
得
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、「
様
々
な
困
難
を
乗
り
越
え
切
り
開
く
道
具
（
武
器
）
を
持
っ
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て
、
人
生
を
雄
々
し
く
歩
ん
で
い
く
」
と
い
う
前
向
き
の

人
生
姿
勢
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

一
方
、「
道
」
と
い
う
漢
字
は
、
古
代
漢
字
学
の
権
威

と
さ
れ
た
白し
ら

川か
わ

静し
ず
か博
士
に
よ
れ
ば
、「
首
」
と
「
辶
」
か

ら
構
成
さ
れ
た
字
で
あ
り
、「
首
を
手
に
携
え
て
行
く
」
と

い
う
の
が
そ
の
由
来
だ
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の

「
首
」
と
は
「
頭
」
で
あ
り
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
大
切

な
部
分
と
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、「
首
」
そ
の
も
の
は
、
血

管
や
気
道
、
食
道
や
神
経
が
通
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
様
々

な
も
の
を
結
び
合
わ
せ
流
通
さ
せ
る
大
事
な
場
所
と
い
う

意
味
に
も
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
生
を
生
き

て
い
く
上
に
最
も
大
切
で
あ
り
、
さ
ら
に
命
を
維
持
す
る

上
に
必
要
な
様
々
な
も
の
が
行
き
交
う
場
が
、「
道
」
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。




