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私
が
考
え
、
書
き
ま
し
た
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
た
だ
く
と

い
う
こ
と
で
、大
変
恐
縮
と
い
う
か
、有
難
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

い
つ
も
の
よ
う
に
尻
切
れ
ト
ン
ボ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
ま
ず

書
い
た
も
の
を
一
応
三
〇
分
以
内
で
読
み
上
げ
る
と
い
う
形
で

は
じ
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」、「
西
田
哲
学
」、「
宗
教
と
は
何
か
」

と
い
う
三
つ
の
テ
ー
マ
、
ど
う
し
て
こ
の
三
つ
な
の
か
、
そ
し

て
ど
う
し
て
こ
う
い
う
順
序
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
お
届
け
し

ま
し
た
レ
ジ
ュ
メ
﹇
今
度
新
し
く
書
い
た
「
私
の
思
索
」﹈
の
中

に
あ
り
ま
す
の
で
、
繰
り
返
し
ま
せ
ん
。
た
だ
、
そ
こ
に
書
い

て
な
い
こ
と
の
中
で
一
つ
あ
る
い
は
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
か

な
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
大
学
の
と
き
カ
ン
ト

か
ら
始
ま
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
う
ん
ぬ
ん
と
行
き
ま
し
て
、
そ
れ
か

ら
次
第
に
ハ
イ
デ
ッ
カ
ー
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
な
ど
を
し
は
じ
め
た

ん
で
す
が
、
そ
れ
と
平
行
し
て
、
ふ
と
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と

か
チ
ベ
ッ
ト
語
に
非
常
に
関
心
を
持
ち
始
め
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

大
谷
大
学
の
山
口
益
先
生
、
仏
教
学
の
泰
斗
と
い
う
べ
き
先
生

な
の
で
す
が
、
こ
の
先
生
が
非
常
勤
講
師
と
し
て
い
ら
し
た
と

き
に
、
チ
ベ
ッ
ト
語
の
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
く
だ
さ
っ
た
ん
で

す
ね
。
何
を
思
っ
た
の
か
そ
の
講
義
に
出
た
の
で
す
が
、
そ
こ

か
ら
始
ま
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
、
チ
ベ
ッ
ト
語

に
熱
中
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
し
て
山
口
先
生
の
大
谷
大
学

で
の
中
論
の
演
習
に
ず
っ
と
出
た
り
し
て
い
た
の
で
す
が
、
三

年
ほ
ど
は
続
い
て
、
あ
る
と
き
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
や
チ
ベ
ッ
ト

語
を
バ
タ
ッ
と
や
め
た
ん
で
す
。
も
う
本
当
に
完
全
に
や
め
た

ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
、
長
い
間
あ
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ま
り
考
え
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
最
近
、
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
、

結
果
的
に
言
え
ば
、
い
い
こ
と
だ
っ
た
と
思
う
わ
け
で
す
。
一

生
懸
命
関
心
を
も
っ
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
や
チ
ベ
ッ
ト
語
を

し
は
じ
め
る
と
、
も
う
そ
れ
だ
け
に
か
か
り
切
り
に
な
っ
て
し

ま
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
悪
い
わ
け
で
は
勿
論
な
い
け
れ
ど
も
、

私
は
何
を
本
当
に
し
た
い
の
か
、
何
を
な
す
べ
き
か
の
問
題
に

気
が
つ
い
た
わ
け
で
す
。
や
は
り
そ
の
と
き
に
や
め
た
と
い
う

こ
と
が
、
結
果
的
に
、
私
が
こ
こ
ま
で
歩
ん
で
き
た
出
発
点
に

な
っ
た
ん
だ
な
あ
と
つ
く
づ
く
感
じ
ま
す
。
し
か
し
今
で
も
昔

の
ノ
ー
ト
を
見
る
と
懐
か
し
さ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
チ
ベ
ッ
ト

語
佛
典
は
、
今
は
殆
ど
ロ
ー
マ
ナ
イ
ズ
し
て
書
き
ま
す
が
、
私

た
ち
の
頃
は
ち
ゃ
ん
と
チ
ベ
ッ
ト
文
字
で
書
い
て
い
ま
す
。
こ

れ
が
な
か
な
か
き
れ
い
で
、
ま
た
、
き
れ
い
に
書
く
の
が
う
れ

し
く
て
、
そ
う
い
う
わ
け
で
気
持
ち
が
一
時
の
め
り
込
ん
だ
時

期
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
第
一
回
は
「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」

で
す
が
、
レ
ジ
ュ
メ
に
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
す
べ
て

私
の
研
究
の
順
序
に
も
な
っ
て
い
て
、
最
初
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、

そ
れ
か
ら
禅
を
し
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
を
両

方
問
題
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
か
。
著
作
集
を

あ
ら
た
め
て
編
集
す
る
と
い
う
作
業
の
な
か
で
、
自
分
で
も
は

っ
き
り
し
て
き
て
そ
れ
を
書
い
た
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ま

ず
、
そ
の
要
点
だ
け
、
急
ぎ
で
読
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」
の
副
題
、
問
題
意
識
の
ほ
う
か
ら
す

る
と
主
題
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
す
が
、「
非
神
秘
主
義
」
と
い

う
題
を
つ
け
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
神
秘
主
義
」
と
い
う
こ

と
が
あ
っ
て
言
え
る
こ
と
で
す
の
で
、「
神
秘
主
義
」
と0

「
非

神
秘
主
義
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
意
識
の
焦
点
に
な
っ
て
、「
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」
が
論
述
の
内
容
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
こ

と
で
す
ね
。
そ
の
よ
う
に
「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」
を
一
つ
に

考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
に
通
底
す

る
、
あ
る
根
源
的
な
経
験
が
あ
る
と
、
私
に
次
第
に
は
っ
き
り

と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
こ
れ

は
も
ち
ろ
ん
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
解
釈
の
問
題
も
あ
る
し
、
禅
を
ど

う
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
し
、
そ
れ
か
ら
ま
た
神
秘

主
義
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
し
、
な
か
な
か

手
続
き
の
う
え
で
は
複
雑
な
こ
と
も
多
い
わ
け
で
す
が
、
そ
う

い
う
こ
と
に
今
細
か
く
入
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
の
共
通
の
あ
る
原
経
験
の
質
を
「
非
神
秘
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主
義
」
と
そ
う
い
う
言
葉
で
言
う
と
き
神
秘
主
義
と
非
神
秘
主

義
と
の
連
関
、
こ
れ
を
は
っ
き
り
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

神
秘
主
義
と
非
神
秘
主
義
を
つ
な
ぐ
連
関
の
よ
う
な
も
の
で
す

ね
、
そ
の
ヒ
ン
ト
を
私
が
直
接
に
得
た
の
は
、
ル
ド
ル
フ
・
オ

ッ
ト
ー
の
「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」
に
つ
い
て
の
諸
論
で
す
。

オ
ッ
ト
ー
が
「
非
神
秘
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
つ
か
っ
て
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
オ
ッ
ト
ー
は
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
と
禅
に
共
通
し
て
あ
る
独
特
な
あ
り
方
が
見
出
さ
れ
る
こ
と

を
確
認
し
て
、
そ
れ
を
彼
の
言
葉
で
「
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
い

無
窮
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」と
言
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、こ
の「
と

ど
ま
る
と
こ
ろ
の
な
い
無
窮
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」「
無
窮
の
動
性
」

と
い
う
こ
と
は
土
台
と
の
連
関
と
い
う
か
コ
ン
テ
キ
ス
ト
な
し

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
単
純
に
結
論
的
に
言
え
ば
、
私
が
「
非
神

秘
主
義
」
と
い
う
名
前
で
呼
ぼ
う
と
思
う
こ
と
は
、
神
秘
主
義

の「
身
心
脱
落
」態
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

「
身
心
脱
落
」
と
い
う
の
は
も
と
は
仏
教
の
言
葉
で
す
が
、
非
神

秘
主
義
は
神
秘
主
義
の
「
身
心
脱
落
」
態
で
あ
る
と
考
え
て
い

い
と
思
い
ま
す
。

私
が
き
ち
ん
と
勉
強
し
た
の
は
、
実
際
に
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

か
ら
で
す
。
卒
論
も
書
き
ま
し
た
し
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
書
き

ま
し
た
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
勉
強
し
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
か
ら
は
、
そ
れ
以
後
の
勉
強
に

つ
な
が
る
よ
う
な
、
仕
方
で
本
当
に
勉
強
し
た
と
思
っ
て
い
ま

す
。最

初
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
勉
強
し
た
と
き
は
直
接
に
禅
と
の

関
係
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
つ
い
て
書
い
た
論
文―

―

こ
れ
は
私
の
最
初

の
著
作
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
ド
イ
ツ
語
で
読
ん
だ
人

た
ち
、
哲
学
者
も
い
れ
ば
神
学
者
も
い
れ
ば
中
世
ド
イ
ツ
文
学

者
も
い
れ
ば
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
い
る
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
人

は
、
私
が
禅
を
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
う
い
う
よ
う
に
解
釈
す
る

ん
だ
な
と
思
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
場
合
に
よ
っ
て
は
「
こ
れ
は

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
禅
的
な
解
釈
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
批
判

も
あ
り
ま
し
た
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
は
普
通
で
は
受
け
取
り
に

く
い
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
が
で
て
き
ま
す
。
直
接
的
に
は

説
教
で
す
が
、
た
と
え
ば
「
神
を
棄
て
る
」
と
か
。
し
か
し
、

私
に
は
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
と
最
初
か
ら
思
え
て

い
た
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
解
釈
す
る
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と
き
に
、
そ
う
い
う
言
葉
に
意
味
を
見
出
す
よ
う
な
仕
方
で
解

釈
を
し
た
わ
け
で
す
が
、
考
え
て
見
ま
し
た
ら
、「
神
を
棄
て
る
」

と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
と
思
え
た
の
は
私
が
前
も
っ
て
禅
に

触
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
わ
け
で
す
。
で
す

か
ら
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
解
釈
す
る
地
平
が
、
お
の
ず
か
ら
、

禅
を
も
解
釈
で
き
る
よ
う
な
地
平
で
あ
っ
た―

―

方
法
的
に
自

覚
的
に
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
事
実
上
そ
う
で
あ
っ
た
、
と
言

え
る
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
わ
け
で
そ
の
本
の
評
価
に
関
し
て
、
様
々
な
立
場

の
人
が
「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」、
な
い
し
は
「
禅
と
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
」
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
は
じ
め
、
私
も
そ
れ
に
挑
発

さ
れ
る
形
で
、「
こ
れ
は
ち
ゃ
ん
と
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
と
い
う

こ
と
を
自
分
も
問
題
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
感
じ

に
な
っ
て
、
少
し
ず
つ
機
会
が
あ
る
た
び
に
試
み
を
し
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
そ
の
う
ち
に
、
も
う
一
つ
言
え
ば
、
禅
が
何
か

を
根
本
的
に
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
く
問
題
に
な

っ
て
き
て
、
そ
れ
で
禅
の
こ
と
を
す
こ
し
ず
つ
書
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
禅
の
こ
と
を
書
く
と
い
う
の
は
、
禅
に
直
接
触
れ

る
仕
方
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
す
ぐ
に
言
え
る
わ
け
で
す
が
、

し
か
し
、
禅
も
人
間
の
事
と
考
え
ら
れ
る
限
り
、
と
い
う
ふ
う

私
は
そ
う
考
え
る
の
で
す
が
、
そ
う
す
る
と
、
人
間
の
こ
と
と

し
て
そ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
か
。
た
と
え
ば
禅
な
ら
ば
た

だ「
黙
っ
て
坐
れ
」で
す
。
黙
っ
て
坐
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

あ
れ
こ
れ
考
え
ず
、
ぐ
ず
ぐ
ず
言
わ
ず
に
飛
躍
的
に
非
連
続
的

に
、「
坐
る
」
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
し
か
し
、
そ
の
こ
と

が
人
間
と
し
て
ど
う
い
う
あ
り
方
な
の
か
と
い
う
こ
と
、
こ
れ

は
は
っ
き
り
自
覚
的
に
言
う
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
よ
う
に
考
え
ま
し
て
、
そ
こ
に
、
禅
の
こ
と
を
書
く
意

義
が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

そ
う
い
う
点
で
私
に
は
一
つ
の
大
き
な
モ
デ
ル
が
あ
り
ま
す
。

私
が
よ
く
出
す
話
な
の
で
お
聞
き
に
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
、
西
田
幾
多
郎
先
生
の
と
こ
ろ
に
鈴
木
大
拙
先
生
が
い

っ
て
お
ら
れ
て
、
そ
こ
に
西
谷
啓
治
先
生
が
行
か
れ
て
、
三
人

で
話
を
し
て
い
た
そ
の
と
き
に
、
な
に
か
の
き
っ
か
け
で
、
鈴

木
大
拙
先
生
が
「
禅
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
」
と
、
テ
ー
ブ
ル

を
ガ
タ
ガ
タ
ッ
と
さ
せ
た
と
い
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が

起
こ
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
に
西
田
幾
多
郎
が
非
常
に
感
銘
を

受
け
て
、
面
白
い
と
思
い
、
そ
の
あ
と
何
か
の
機
会
に―

―

西
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谷
先
生
も
そ
こ
に
同
席―

―

、
西
谷
先
生
に
「
君
も
い
た
か
ら

知
っ
て
る
だ
ろ
う
、
大
拙
が
こ
の
よ
う
に
し
た
」
と
言
っ
て
、

そ
こ
で
自
分
も
ガ
タ
ガ
タ
ッ
と
や
っ
て
み
せ
た
と
い
う
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
。
ず
っ
と
長
く
ア
メ
リ
カ
で
仕
事
を
し
て

い
た
大
拙
が
、
ま
だ
外
国
に
行
く
前
の
久
松
真
一
に
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
か
ら
出
し
た
手
紙
に
面
白
い
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

「
禅
は
、
世
界
に
お
い
て
は
き
ち
ん
と
思
想
を
も
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
独
り
よ
が
り
で
は
い
け
な
い
」
と
。「
独
り
よ
が
り
で

は
い
け
な
い
」と
い
う
の
は
大
拙
の
言
葉
で
す
。伝
統
的
な
修
行
、

こ
れ
は
大
切
だ
し
、
そ
れ
を
欠
か
す
こ
と
は
禅
の
核
心
が
な
く

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
。
し
か
し
、
世
界
に
お
け
る
禅
を
考
え
る

場
合
に
は
、「
そ
れ
だ
け
で
い
い
」
と
は
言
え
な
い
と
。
だ
か
ら
、

思
想
を
は
っ
き
り
も
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
。
そ
こ
で
、
非

常
に
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
す
。
ガ
タ
ガ
タ
と
い
う
こ
と
、
こ

れ
は
も
う
な
ん
と
も
い
え
な
い
こ
と
で
す
ね
。
ガ
タ
ガ
タ
と
い

う
よ
り
仕
方
が
な
い
。
し
か
し
一
方
、
世
界
に
お
い
て
思
想
を

も
つ
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
言
葉
で
は
っ
き
り
ど
う
言
え
る
か

と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
言
葉
で
言
う
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
他

者
が
理
解
し
う
る
形
で
ど
う
言
え
る
か
と
い
う
こ
と
。
そ
の
よ

う
に
、
言
葉
を
絶
し
た
と
こ
ろ
と
、
言
葉
の
世
界
に
出
る
こ
と
、

そ
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
を
張
り
渡
し
た
と
こ
ろ
に
、私
は
、禅
の
事
、

最
終
的
に
は
人
間
の
事
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

オ
ッ
ト
ー
は
、
や
は
り
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
に
同
質
の
も
の

を
見
て
、
そ
こ
に
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
や
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
な
ど
の

典
型
的
な
神
秘
主
義
と
は
質
の
違
っ
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ

と
に
対
し
て
、
非
常
に
は
っ
き
り
し
た
感
覚
を
も
っ
て
お
り
ま

し
た
。
た
だ
、
そ
う
言
い
な
が
ら
、
オ
ッ
ト
ー
は
禅
を
「
大
乗

の
禅
神
秘
主
義
」
と
言
う
ん
で
す
ね
、
そ
れ
か
ら
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
は
「
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
神
秘
主
義
」
と
。
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ

や
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
つ
な
が
る
よ
う
な
神
秘
主
義
と
ち
が
う
と

こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
禅
も
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
も
神
秘
主
義
の
特
別
な
形
態
と
い
う
よ
り
も
、
も
う
少
し
そ

の
違
っ
た
と
こ
ろ
が
は
っ
き
り
で
る
よ
う
な
規
定
が
可
能
で
は

な
い
か
と
考
え
ま
し
て
、
そ
れ
で
「
非
神
秘
主
義
」
と
い
う
言

葉
を
出
し
て
み
ま
し
た
。
オ
ッ
ト
ー
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
に

共
通
に
見
た
も
の
は
、「
決
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
い
一
つ
の

無
窮
の
極
ま
り
の
な
い
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」
と
い
う
こ
と
な
ん
で

す
ね
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
は「
内
に
向
か
っ
て
の
無
限
性
」。
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エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言
葉
で
す
と
「
魂
の
根
底
」
と
そ
の
「
根
底

が
突
破
さ
れ
て
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
禅
の
場
合
は

「
限
り
な
い
開
け
」。「
開
け
」
と
い
う
言
葉
は
オ
ッ
ト
ー
の
言
葉

で
はO

ffenheit

で
す
。
そ
し
て
、
両
方
と
も
、
決
し
て
「
と
ど

ま
っ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
」、 (“

ist niem
als da”

) 

と
。

そ
れ
に
た
い
し
て
ヴ
ェ
ー
ダ
ン
ー
タ
神
秘
主
義
で
は
、「
永
遠
な

る
も
の
に
い
た
っ
て
そ
こ
で
安
ら
ぎ
、
と
ど
ま
っ
て
あ
る
」(ist 

da)

、「
そ
こ
で
静
止
し
て
、
ど
っ
し
り
と
自
己
完
結
し
て
い
る
」

と
。
こ
れ
だ
け
の
ち
が
い
を
み
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
、
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
お
よ
び
禅
の
、
そ
の
核
心
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
神
秘

主
義
と
言
う
こ
と
が
適
当
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
で
て
き
ま

す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
私
は
「
非
神
秘
主
義
」
と
い
う
言
葉
で

言
お
う
と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
、「
非
神
秘
主
義
」
と
い
う
言

葉
が
示
す
よ
う
に
、
神
秘
主
義
の
土
台
が
あ
っ
て
の
、
そ
の
土

台
か
ら
超
え
出
て
の
「
非
神
秘
主
義
」
と
い
う
一
種
の
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
言
葉
の

つ
か
い
方
に
も
よ
り
ま
す
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
神
秘
主
義
を
超
え

で
た
と
こ
ろ
ま
で
含
め
て
そ
れ
が
本
当
の
神
秘
主
義
で
あ
る
と

い
う
言
葉
の
つ
か
い
方
も
も
ち
ろ
ん
で
き
ま
す
。
神
秘
主
義
に

関
し
て
は
言
葉
の
つ
か
い
方
の
問
題
が
非
常
に
大
き
い
ん
で
す

ね
。
そ
れ
か
ら
た
だ
言
葉
の
つ
か
い
方
だ
け
で
は
な
く
て
、「
神

秘
主
義
」
と
い
う
言
葉
自
身
が
あ
る
種
の
奇
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
持
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
神
秘
主
義
と
い
っ

た
だ
け
で
、「
そ
う
だ
！
」
と
い
う
人
が
い
る
と
同
時
に
、「
神

秘
主
義
」
と
聞
い
た
だ
け
で
、
も
う
嫌
な
感
じ
を
も
つ
人
が
現

実
に
い
ま
す
。
こ
と
に
思
想
家
の
叙
述
を
み
て
い
ま
す
と
、
は

っ
き
り
と
し
て
き
ま
す
ね
。「
神
秘
主
義
」
と
い
う
言
葉
が
も
し

で
て
き
た
ら
、
肯
定
的
に
受
け
取
っ
て
い
る
か
、
否
定
的
に
受

け
取
っ
て
い
る
か
、
最
初
の
行
で
大
体
わ
か
る
。
そ
れ
く
ら
い

に
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
こ
め
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
す
。
ど
う
し
て
そ

う
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
究
め
て
い
き
ま
す
と
、
や
は
り
何
か

最
後
に
は
人
間
の
あ
り
か
た
の
問
題
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま

す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
あ
と
理
論
的
な
形
で
す
こ
し
ま
と
め

読
み
上
げ
て
み
ま
す
と
、

非
神
秘
主
義
と
い
う
の
は
、
神
秘
主
義
と
連
動
し
て
「
神
秘

主
義
か
ら
非
神
秘
主
義
へ
」
と
し
て
非
神
秘
主
義
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
注
意
し
て
き
た
が
、
そ
の
連
関
で
特
に
霊
性
、

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
と
い
う
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
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「
無
窮
の
動
性
」に
担
わ
れ
る
非
神
秘
主
義
は
理
的
に
は
、「
無
」

を
根
本
範
疇
と
す
る
が
、
実
存
と
し
て
独
特
の
質
、
大
拙
が

「
霊
性
的
自
覚
」
と
い
う
と
き
の
「
霊
性
」
と
い
う
質
を
帯
び

て
く
る
。（『
上
田
閑
照
集
』
第
八
巻
「
非
神
秘
主
義―

―

エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
三
三
八
〜

三
三
九
頁
。）

有
を
透
過
し
て
あ
ら
わ
れ
る
無
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
は
、

無
が
正
面
に
な
る
こ
と
が
多
い
ん
で
す
が
、
そ
の
場
合
、

有
を
透
過
し
て
あ
ら
わ
れ
る
無
は
有
に
お
い
て
霊
気
と
な
り
、

有
は
霊
性
を
帯
び
て
く
る
。
無
が
有
を
浸
透
す
る
と
き
に
無

は
霊
気
と
な
り
（
霊
気
と
は
有
を
浸
透
す
る
無
で
あ
る
）、
そ

の
と
き
有
は
霊
性
を
帯
び
る
。
有
が
霊
気
を
持
つ
の
で
は
な

い
。
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
と
、
霊
気
を
も
つ
「
有
る
も
の
」

を
み
る
よ
う
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
霊
、
す
な
わ
ち
「
霊
な
る

も
の
」
を
信
ず
る
よ
う
に
な
り
、
現
代
で
も
わ
れ
わ
れ
が
し

ば
し
ば
見
聞
す
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
奇
妙
な
現
象
が
お

こ
る―
―

と
い
う
よ
り
、
奇
妙
な
現
象
を
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。

「
霊
な
る
も
の
」
は
非
神
秘
主
義
に
よ
っ
て
無
化
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
合
理
主
義
に
よ
る
「
霊
」
の
無
化

で
は
な
い
。
合
理
主
義
に
よ
る
無
化
は
霊
気
を
も
消
し
て
し

ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
有
は
空
洞
化
し
、
そ
の
空

洞
は
あ
ら
ゆ
る
狂
乱
の
場
所
に
な
る
で
あ
ろ
う
。（
同
書　

三
三
九
〜
三
四
〇
頁
。）

「
神
秘
主
義
か
ら
非
神
秘
主
義
へ
」
と
し
て
の
非
神
秘
主
義
に

は
、
ま
た
神
秘
主
義
へ
の
帰
り
道
が
あ
る
。
非
神
秘
主
義
が
、

そ
こ
か
ら
超
え
出
た
土
台
で
あ
る
神
秘
主
義
を
、
非
神
秘
主

義
か
ら
の
「
下
り
道
」
に
お
い
て
再
び
活
性
化
し
て
、
非
神

秘
主
義
の
身
体
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
う
る
。
非
神

秘
主
義
が
神
秘
主
義
の「
身
心
脱
落
」態
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

神
秘
主
義
は
、
い
ま
や
、
非
神
秘
主
義
の
「
脱
落
身
心
」
態

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
神
秘
主
義
は
現
実
世

界
に
接
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
包
ん
で
い
る
が
、
そ
の
と
き
現

実
世
界
は
現
実
世
界
で
あ
る
と
同
時
に
、
単
に
現
実
世
界
で

は
な
く
、
た
と
え
ば
「
娑
婆
即
寂
光
土
」
な
の
で
あ
る
。
現

実
世
界
の
光
と
影
は
単
に
世
界
の
こ
と
で
は
な
く
、「
非
神
秘

主
義
か
ら
神
秘
主
義
へ
」
に
よ
っ
て
現
実
の
深
み
の
中
で
「
娑

婆
即
寂
光
土
」
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
非
神
秘
主
義

か
ら
帰
っ
て
現
実
世
界
を
包
む
神
秘
主
義
が
生
み
出
す
豊
か
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な
イ
メ
ー
ジ
は
、
神
秘
主
義
に
留
ま
っ
た
神
秘
主
義
が
現
実

世
界
を
実
的
に
支
配
し
よ
う
と
す
る
物
語
と
は
違
い
、
非
神

秘
主
義
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め「
虚
」化
さ
れ
た
彩
と
な
っ
て
、

現
実
世
界
の
奥
行
き
や
深
み
を
映
す
も
の
と
な
る
。（
同
書　

三
四
〇
〜
三
四
一
頁
。）

そ
れ
か
ら
ま
た
、
考
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、

非
神
秘
主
義
を
神
秘
主
義
と
の
連
動
に
お
い
て
見
て
き
た
が
、

そ
も
そ
も
神
秘
主
義
と
い
う
土
台
が
か
け
て
い
る
場
合
に
は
、

以
上
見
て
き
た
非
神
秘
主
義
と
い
う
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
神
秘
主
義
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
事
態
そ
の

も
の
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
あ
り
方
そ
の
も
の
は
、
別
の
意

味
で
非
神
秘
主
義
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。（
神
秘

主
義
の
土
台
を
も
た
な
い
、
切
り
離
さ
れ
た
単
独
の
言
葉
と

し
て
の
「
非
神
秘
主
義
」
は
意
味
不
定
と
な
り
、
別
の
脈
絡

に
お
い
て
別
の
意
味
に
な
り
う
る
）。
こ
の
場
合
の
非
神
秘
主

義
は
ほ
と
ん
ど
非
宗
教
的
、
無
宗
教
的
、
反
宗
教
的
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
人
間
が
人
間
と
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
で
済
む
か
ど
う
か
。（
同
書　

三
四
一
頁
。）

大
体
三
〇
分
ほ
ど
話
を
し
ま
し
た
の
で
、
問
題
は
ま
た
後
で
お

答
え
す
る
と
き
に
説
明
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
て
、
い
ち
お

う
こ
れ
で
や
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
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上
田
先
生
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、基
本
的
に
『
上
田
閑
照
集
』

か
ら
と
し
、
各
巻
初
出
の
場
合
に
限
り
、
各
巻
の
書
名
も
（ 

）

内
に
示
し
た
。

ド
イ
ツ
語
で
始
め
ら
れ
た
学
術
的
思
想
的
活
動

卒
業
論
文
等
を
別
と
す
れ
ば
、上
田
先
生
の
最
初
の
論
文
（
著

作
）
は
、
ド
イ
ツ
で
為
さ
れ
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
研
究
で
あ
り
、

禅
に
つ
い
て
書
か
れ
た
の
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
論
文
の
完
成
後
、

論
文
の
出
版
の
際
に
付
録
と
し
て
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

も
の
が
初
め
て
で
あ
る
。
か
よ
う
に
上
田
先
生
に
と
っ
て
、
著

作
や
論
文
の
み
な
ら
ず
、
学
術
的
思
想
的
な
講
演
も
ド
イ
ツ
で

始
ま
り
、
禅
に
つ
い
て
初
め
て
書
か
れ
た
論
文
も
ド
イ
ツ
語
で

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
上
田
先
生
の
「
禅
理
解
と
人
間
存
在

の
理
解
に
と
っ
て
、
…
決
定
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
」（『
禅―

根

源
的
人
間
』「
後
語　

禅
へ
、
禅
か
ら
」
四―

三
七
五
）。「
ド
イ

ツ
語
で
」
と
い
う
こ
と
は
、
禅
の
事
柄
を
、
漢
語
的
表
現
世
界

に
限
ら
れ
な
い
「
人
間
自
身
の
根
源
的
な
経
験
の
事
柄
と
し
て

新
鮮
に
経
験
し
理
解
し
な
お
」
し
（
四―

三
七
六
）、
尚
且
つ
、

禅
は
言
語
表
現
を
拒
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
緊
張
感
を
維
持
し

つ
つ
、
異
質
の
言
語
で
表
現
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
の

為
に
は
、「
実
存
」
の
事
柄
で
あ
る
禅
を
、
世
界
内
存
在
で
あ
る

自
己
自
身
の
自
覚
と
し
て
、
ま
た
世
界
に
と
っ
て
如
何
な
る
意

義
を
も
ち
う
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
新
し
く
自
覚
し
直

す
必
要
が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
自
覚
に
は
新
し
い
世
界
理
解

が
含
ま
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
か
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
始
ま
り
、

以
後
何
度
も
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
講
演

講
義
に
お
い
て
、「
そ
の
度
に
質
問
攻
め
に
あ
っ
て
往
生
し
つ

つ
そ
の
中
で
考
え
る
」
と
い
う
経
験
を
通
し
て
、
上
田
先
生
の

思
想
は
「
次
第
に
世
界
を
地
平
と
し
て
形
成
さ
れ
て
」
い
く
こ

と
に
な
る
（『
禅
の
風
景
』「
後
語　

禅　

思
想
と
風
景
」
五―

三
五
五
）。

つ
ま
り
先
生
の
学
術
的
思
想
的
活
動
は
、
最
初
か
ら
、「
実
存

の
自
覚
を
遂
行
す
る
言
葉
お
よ
び
自
覚
の
場
所
」（
先
生
か
ら
提

レ
ス
ポ
ン
ス

吉
田
喜
久
子
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出
さ
れ
た
レ
ジ
ュ
メ
四
頁
、
傍
線
引
用
者
）
と
い
う
問
題
を
先

生
に
突
き
付
け
る
形
で
始
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、

そ
の
後
の
先
生
の
人
生
と
研
究
に
与
え
た
豊
か
さ
は
、
と
て
も

一
言
で
は
言
い
尽
く
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
差
し
当

た
っ
て
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
な
こ
と
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

同
様
に
禅
経
験
を
背
後
に
も
ち
つ
つ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想

的
課
題
か
ら
来
る
必
然
性
が
反
映
さ
れ
た
西
田
の
「
絶
対
無
」、

西
谷
の
「
空
」
と
い
う
術
語
に
対
し
て
、
上
田
先
生
に
お
け
る

「
場
所
的
自
己
」
の
自
覚
と
し
て
の
「
虚
空
」
と
い
う
言
葉
は
、

明
ら
か
に
「
世
界
と
い
う
地
平
」
が
反
映
さ
れ
た
術
語
で
あ
る
。

こ
の
術
語
は
、
西
田
と
西
谷
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
事
柄
を

も
包
含
し
よ
う
と
し
つ
つ
、
し
か
も
、
東
洋
的
乃
至
仏
教
的
由

来
を
明
ら
か
に
示
す
西
田
の
「
絶
対
無
」、
西
谷
の
「
空
」
と
い

う
術
語
に
比
し
て
、
よ
り
広
い
志
向
性
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の

志
向
性
は
、
単
に
思
想
の
論
理
的
普
遍
妥
当
性
の
追
求
と
い
う

意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
自
ら
の
置
か
れ

た
「
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」（『
マ
イ
ス
タ―

・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
』

「
後
語　

解
釈
の
葛
藤
の
中
で
」
七―

三
五
八
）
に
対
応
し
よ
う

と
す
る
上
田
先
生
の
「
思
想
の
試
み
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
上
田
先
生
に
お
け
る
こ
の
広
さ
へ
の
志
向
は
、
禅
を
、

「
世
界
に
お
い
て
」「
人
間
自
身
の
根
源
的
事
柄
と
し
て
」
新
し

く
自
覚
し
直
す
こ
と
の
中
で
必
然
的
な
も
の
と
な
っ
て
き
た
わ

け
で
、禅
そ
の
も
の
に
即
し
た
禅
の
「
説
明
」
も
、上
田
先
生
は
、

西
田
、
西
谷
と
は
違
う
仕
方
で
、
徹
底
的
に
、
ま
た
非
常
に
緻

密
な
形
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
中
か
ら
、
外
国
で
も
繰
り
返
し
試
み
ら
れ
た
「
十
牛
図
」

の
第
八
、九
、十
の
三
図
の
解
釈
を
通
し
て
、
こ
の
三
図
の
連
関

が
、
そ
れ
自
身
「
人
間
存
在
の
基
礎
構
造
」
と
い
う
相
を
現
し
、

そ
こ
か
ら
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
基
礎
的
事
態
が
理
解
さ
れ
て
い

く
こ
と
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
「
経
験
と
言
葉
」
と
い
う
問
題

に
関
し
て
い
え
ば
、
上
田
先
生
の
思
想
的
営
み
に
は
、
初
め
か

ら
「
言
葉
」
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
側
面
が
あ
る
。

言
葉
が
、「
一
貫
し
て
持
続
的
に
問
題
」（
レ
ジ
ュ
メ
一
三
頁
）

と
さ
れ
、
主
題
化
さ
れ
た
と
い
う
点
も
、
西
田
に
つ
な
が
る
学

脈
に
お
け
る
上
田
先
生
の
新
し
い
特
色
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に

は
、
先
生
の
置
か
れ
た
思
想
史
的
状
況
が
存
在
す
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
経
験
と
言
葉
」
と
い
う

問
題
と
し
て
主
題
化
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
先
生
の
思
想
的
営
み
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に
お
け
る
必
然
性
が
あ
る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

「
突
破
」
の
思
想

上
田
先
生
に
よ
る
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
の
徹
底
性
の
解
明

に
は
、「
禅
の
立
場
か
ら
の
遥
か
な
示
唆
」
が
あ
り
（『
非
神
秘

主
義―

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
』
八―
一
一
八
）、
そ
れ
は
、
先
生

が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
、
就
中
ド
イ
ツ
語
説
教
集
に
お
け

る
「『
突
破
』
の
思
想
の
独
自
の
性
格
」
と
そ
の
重
要
性
に
注
目

さ
れ
た
と
こ
ろ
に
現
れ
て
い
る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
は
「
突
破
」
の
思
想
が
独
自
な
重

要
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
、
日
本
で
は
既
に
西
谷
啓

治
の
『
神
と
絶
対
無
』
の
中
で
見
ら
れ
た
が
、「
突
破
」
モ
テ
ィ

―

フ
の
独
自
性
を
、
神
秘
思
想
の
伝
統
で
あ
る
「
魂
に
お
け
る

神
の
子
の
誕
生
」
モ
テ
ィ―

フ
に
対
置
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
思

想
圏
の
中
で
明
確
に
指
摘
し
た
の
は
、
上
田
先
生
の
ド
イ
ツ
語

論
文
（
著
作
）
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
突
破
」
は
、
神
の
三
一
性
も
突
破
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
一
な
る
神
」
は
三
つ
の
ペ

ル
ソ
ナ
を
離
れ
て
は
あ
り
え
な
い
が
故
に
、
伝
統
的
カ
ト
リ
ッ

ク
神
学
の
立
場
か
ら
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言
う
よ
う
な
「
ペ

ル
ソ
ナ
的
な
神
を
突
破
し
て
『
神
性
』
に
到
る
と
い
う
こ
と
は
、

ナ
ン
セ
ン
ス
」
で
あ
る
（
山
田
晶
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
講
話
』

新
地
書
房
一
九
八
六
年
、
一
〇
九
頁
）。
こ
の
批
判
に
表
れ
て
い

る
よ
う
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
突
破
」
モ
テ
ィ―

フ
に
特
別

な
意
義
を
認
め
る
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
解
釈
は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想

の
根
本
に
抵
触
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

解
釈
の
葛
藤

従
っ
て
、
上
田
先
生
が
キ
リ
ス
ト
教
思
想
圏
の
中
で
、
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
「
突
破
」
モ
テ
ィ―

フ
の
独
自
な
意
義
を

指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
、
先
生
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
研
究
の
著
作
に

「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」
と
い
う
付
録
が
つ
け
ら
れ
た
こ
と
と
あ

い
ま
っ
て
、
上
田
先
生
を
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
「
解
釈
の
葛
藤
」
の

現
場
に
投
げ
込
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た（
第
七
巻「
後
語
」参
照
）。

こ
の
解
釈
の
葛
藤
は
、
直
接
的
に
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
研
究
そ
の

も
の
を
め
ぐ
る
葛
藤
で
は
あ
る
が
、
非
キ
リ
ス
ト
教
思
想
圏
の
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研
究
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
独
自
な
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
解
釈
を
め
ぐ

っ
て
は
、
そ
れ
を
受
け
取
る
側
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ

を
提
出
し
た
側
に
と
っ
て
も
、
当
然
「
禅
の
立
場
か
ら
の
遥
か

な
示
唆
」
ま
で
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の｢

生
涯
が
辿
っ
た
外
面
的
な
経
過
」（J. 

K
och)

に
つ
い
て
ご
く
僅
か
に
判
明
し
て
い
る
事
実
の
一
つ

に
、
一
三
〇
三
年
初
夏
の
（
パ
リ
か
ら
の
）
エ
ア
フ
ル
ト
へ
の

帰
還
が
あ
る
が
、
丁
度
七
百
年
後
に
当
た
る
二
〇
〇
三
年
の
九

月
、
エ
ア
フ
ル
ト
で
六
日
間
に
わ
た
っ
てEckhart Tagung

が

開
か
れ
た
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
め
ぐ
る
「
解
釈
の
葛
藤
」
は
こ

の
学
会
で
も
依
然
と
し
て
続
い
て
お
り
（
上
田
先
生
の
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
解
釈
に
理
解
を
示
すK

arl A
lbert

氏
の
発
表
に
は
、
現

在
の
ラ
テ
ン
語
著
作
集
の
責
任
編
集
者Loris Sturlese
の
み
な

ら
ず
、Theo K

obusch

の
所
謂｢

ボ
ッ
フ
ム
派｣

のBurkhard 

M
ojsisch

、
更
に
彼
ら
に
同
調
す
る
比
較
的
若
い
世
代
の
研
究

者
達
等
、
敢
え
て
欠
席
し
た
と
推
測
さ
れ
る
欠
席
者
多
し
）、
葛

藤
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
今
後
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
解
釈
の
葛
藤
に
は
、い
く
つ
も
の「
と
」（「
間
」）

が
絡
み
合
っ
て
い
る
。
先
ず
基
礎
と
な
る
テ
キ
ス
ト
の
問
題（
ラ

テ
ン
語
著
作
集
と
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
説
教
論
述
集
と
の
関
係
、

そ
れ
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
形
而
上
学
と
神
秘
思
想
に
関

わ
り
、
こ
れ
は
中
世
思
想
史
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
等
々
）

が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
れ
自
体
の
基
盤
（
神

及
び
神
と
人
間
と
の
関
係
）
に
直
接
的
に
関
わ
る
。
上
田
先
生

に
と
っ
て
は
、
更
に
キ
リ
ス
ト
教
思
想
圏
の
事
柄
に
留
ま
ら
な

い
問
題
も
加
わ
り
、
そ
れ
が
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
的
問
題
と
関
わ

る
。こ

の
よ
う
な
解
釈
の
葛
藤
の
経
験
は
、
上
田
先
生
の
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
研
究
そ
れ
自
体
に
も
、
新
し
い
地
平
を
開
く
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
は
、「
歴
史
の
渦
中
に
お
け
る
」
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
い

う
思
想
家
の
「
一
箇
の
人
間
と
し
て
の
運
命
」、
マ
イ
ス
タ―

・

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
い
う
名
前
の
「
思
想
の
運
命
」
へ
の
関
心
で

あ
る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
生
き
た
時
代
は
、「
知
性
」、「
貧
」、「
自

由
」
を
め
ぐ
っ
て
教
会
を
危
機
に
陥
れ
る
ほ
ど
の
新
し
い
思
想

的
境
位
が
起
こ
っ
て
い
た
、
思
想
的
に
激
動
の
時
代
で
あ
っ
た

ば
か
り
で
な
く
、
民
衆
に
よ
る
異
端
的
宗
教
運
動
も
極
め
て

激
し
い
時
代
で
あ
っ
た
。
ド
ミ
ニ
コ
会
士
と
し
て
、
ま
さ
に
こ
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の
「
神
学
と
宗
教
運
動
の
二
つ
の
形
態
が
合
流
す
る
場
」（
七―

二
六
七
）
を
説
教
活
動
と
い
う
行
為
の
場
と
し
た
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
は
、後
世
の「
解
釈
の
葛
藤
」な
ど
と
は
比
較
に
な
ら
な
い「
解

釈
の
葛
藤
」
の
中
に
置
か
れ
、
結
果
的
に
異
端
と
断
罪
さ
れ
た
。

こ
の
思
想
家
の
「
一
箇
の
人
間
と
し
て
の
運
命
」
へ
の
関
心
の

高
ま
り
か
ら
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
思
想
構
造
に
お
け
る
動
性
」

に
対
す
る
そ
れ
ま
で
の
関
心
は
維
持
さ
れ
た
ま
ま
で
、
そ
の
動

性
と
、「
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
諸
脈
絡
の
動
向
」
と

の
「
交
差
運
動
」（
七―

三
五
八
）
に
つ
い
て
、
新
た
な
著
作
が

執
筆
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
が
歴
史

の
中
に
噛
み
込
む
強
力
な
具
体
性
」（
七―

三
〇
八
）
の
中
に
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
が
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
生
の
他

の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
論
文
と
は
ま
た
異
な
っ
た
豊
か
さ
を
示
す
著

作
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
論
述
と
説
教
の
和
訳
と
い
う
作

業
も
含
む
こ
の
書
の
執
筆
中
、
上
田
先
生
を
繰
り
返
し
襲
っ
た

問
い
は
、「
あ
る
極
限
性
を
含
む
こ
の
よ
う
な
思
想
が
一
体
ど

の
よ
う
に
し
て
、
そ
し
て
何
故
に
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
」（
七―

三
五
九
）
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
い
に
直

面
し
て
繰
り
返
し
立
ち
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
上
田
先
生

は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
に
至
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
自
身
の
実

存
究
明
の
徹
底
性
は
当
然
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、「
同
時
に
そ
れ
は

お
そ
ら
く
、
時
代
の
激
動
の
中
で
当
面
し
た
問
題
の
困
難
さ
に

対
す
る
一
つ
の
思
い
切
っ
た
思
想
の
試
み
」（
同
前
）
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
、お
そ
ら
く
は「
い
わ
ゆ
る
正
統
も
い
わ
ゆ
る
異
端
も
、

共
に
信
仰
の
真
理
の
歴
史
的
境
位
に
お
け
る
変
容
で
あ
る
と
洞

察
し
得
る
よ
う
な
仕
方
」
で
（
七―

二
八
七
）、「
歴
史
に
お
い

て
自
分
の
生
を
も
っ
て
実
験
す
る
解
決
の
試
み
で
あ
っ
た
と
見

る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
」（
七―

三
五
九
）。

冒
頭
に
お
い
て
、
上
田
先
生
の
思
想
的
営
み
の
現
時
点
に
お

け
る
帰
結
を
「
思
想
の
試
み
」
と
呼
ん
だ
の
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
の
時
代
と
は
全
く
異
な
る
在
り
方
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
激
動
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
決
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

の
時
代
以
下
で
は
な
い
現
代
に
あ
っ
て
、
上
田
先
生
の
場
合
に

も
同
様
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か

ら
で
あ
る
。

正
統
と
異
端
の
問
題

「
正
統
と
異
端
」
と
い
う
問
題
は
、
上
田
先
生
に
と
っ
て
、「
言
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葉
」
の
問
題
を
提
起
す
る
が
、そ
の
一
方
で
、前
項
で
述
べ
た
「
宗

教
と
歴
史
」に
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
も
あ
る
。時
間
の
都
合
上
、

こ
こ
で
は
後
者
に
つ
い
て
、
先
生
の
文
章
か
ら
要
点
を
ひ
ろ
っ

て
引
用
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。

「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
教
会
の
権
威
に
よ
っ
て
、
…
異
端
と
判
決

さ
れ
た
の
は
、
教
会
な
る
も
の
が
あ
り
、
教
義
な
る
も
の
が
あ

る
以
上
、…
止
む
を
得
な
い
こ
と
…
と
思
わ
れ
る
」。
な
ぜ
な
ら
、

「
神
学
的
に
も
教
会
政
治
的
に
も
…
、『
正
統
と
異
端
』
と
い
う

緊
張
そ
の
も
の
が
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
の
場
」な
の
で
あ
り
、「
そ

こ
に
キ
リ
ス
ト
教
が
歴
史
の
中
に
噛
み
込
む
強
力
な
具
体
性
が

あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
他
面
、「
逆
に
歴
史
的
な
相
対
性

が
現
実
的
な
絶
対
性
を
も
っ
て
自
己
貫
徹
す
る
と
こ
ろ
に
、
大

き
な
問
題
性
が
あ
る
」
と
も
い
え
、「
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
再

び
歴
史
的
な
力
で
あ
る
の
で
も
あ
ろ
う
」。「
キ
リ
ス
ト
教
の
可

能
性
、
そ
し
て
人
間
の
可
能
性
は
生
起
し
た
歴
史
に
尽
さ
れ
得

な
い
で
あ
ろ
う
。
歴
史
に
も
ま
た
深
層
が
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
は
歴
史
を
生
き
つ
づ
け
た
」（
七―

三
〇
八
〜
九
）。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅

非
神
秘
主
義―

禅
と
の
親
近
性

「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
独
自
性
は
、
徹
底
的
否
定
神
学
が
神
と
の

超
無
限
の
距
離
の
表
現
で
あ
る
と
同
時
に
無
距
離
の
直
接
表
現

に
も
な
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
神
は
無
で
あ
る
』

と
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
超
絶
者
が
魂
の
無
化
の
う
ち
に
か
え

っ
て
非
対
象
的
な
仕
方
で
現
前
し
て
い
る
そ
の
非
対
象
性
を
も

同
時
に
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（『
道
程
「
十
牛
図
」
を
歩
む
』

六―

三
〇
五
〜
六
）。

こ
の
「
神
性
の
無
」
へ
の
突
破
は
、
時
空
的
現
実
世
界
に

生
活
す
る
現
実
の
人
間
を
忘
れ
た
「
思
弁
的
飛
翔
」
と
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
事
実
は
そ
の
「
逆
で
あ
る
」（
六―

三
〇
二
）。
マ
リ
ヤ
と
マ
ル
タ
に
つ
い
て
の
説
教
は
、
神
秘
主
義

の
伝
統
の
う
ち
か
ら
現
れ
た
「
一
つ
の
新
し
い
境
地
」
を
示
す
。

そ
れ
は
、
神
と
の
合
一
か
ら
更
に
脱
自
し
「
神
を
放
下
し
去
」

る
こ
と
に
よ
る
、「
神
性
の
無
」
へ
の
目
覚
め
で
あ
り
、
こ
の
目

覚
め
は
、
同
時
に
現
世
界
に
「
醒
め
る
」
生
き
方
を
も
た
ら
す
。

「
神
性
の
無
へ
の
向
上
突
破
と
実
世
界
へ
の
向
下
還
帰
と
の
相
即
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交
徹
」（
六―

三
〇
三
）
で
あ
る
。

上
田
先
生
の
場
合
、
神
秘
主
義
の
核
心
が
、
通
常
の
神
秘
主

義
の
説
く
「
合
一
」
で
は
な
く
て
「
脱
自
」
に
焦
点
を
移
し
た

と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
、
敢
え
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

の
神
秘
主
義
が
「
合
一
か
ら
脱
自
へ
」
の
「
非
神
秘
主
義
」
と

呼
ば
れ
る
の
は
、「
合
一
に
停
滞
す
る
神
秘
主
義
の
問
題
性
を
乗

り
超
え
よ
う
と
す
る
関
心
か
ら
」
で
あ
る
。
合
一
に
停
滞
し
、

合
一
が
自
己
理
解
に
な
る
と
、「
脱
自
性
を
担
う
否
定
が
働
か
な

く
な
」
り
（
八―

三
二
九
）、
合
一
と
い
う
自
己
理
解
に
「
私
」

が
囚
わ
れ
、
合
一
が
「
私
」
の
ほ
う
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
、
神

に
よ
っ
て
「
私
」
が
膨
ら
ん
で
い
く
可
能
性
が
排
除
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
神
秘
主
義
を
土
台
と
し
て
、
神
秘
主
義
に
含
ま

れ
て
い
る
「
脱
自
性
の
現
動
」
に
よ
っ
て
神
秘
主
義
を
超
脱
し

て
い
く
神
秘
主
義
の
「『
身
心
脱
落
』
態
」
を
、「
非
神
秘
主
義
」

と
呼
ぶ
こ
と
よ
っ
て
、
禅
と
の
親
近
性
が
際
立
て
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
（
八―

三
二
九
〜
三
三
〇
）。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅0

「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
、『
神
性
の
無
』
の
自
覚
に
お
い
て
、

自
己
に
死
し
て
神
の
生
命
に
甦
ら
し
め
ら
れ
る
と
い
う
宗
教
的

『
死
即
生
』
を
も
う
ひ
と
つ
徹
底
大
死
し
て
絶
対
の
無
か
ら
甦
る

と
こ
ろ
、
禅
と
ほ
と
ん
ど

0

0

0

0

同
じ
境
域
を
示
し
て
く
る
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
」（
六―

三
〇
三
）。
そ
こ
に
は
、「
生
の
根
源
性
」
と

「
絶
対
的
主
体
性
」
と
「
実
生
活
の
醒
め
た
平
常
具
体
性
」
と
が

結
び
つ
い
て
現
成
し
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
と
の
間
に
は
、「
微
細

な
質
の
違
い
」
あ
り
、
そ
れ
は
場
合
に
よ
っ
て
は
「
決
定
的
な

違
い
」
を
も
た
ら
し
う
る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
は
、「『
神
は
無
で
あ
る
』
と
い
う

そ
の
極
端
な
『
無
』
の
否
定
性
は
神
の
有
そ
の
も
の
に
当
て
ら

れ
る
の
で
は
な
く
、
神
の
有
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
あ

り
方
の
ほ
う
を
打
撃
す
る
」
の
で
あ
る
。「
神
の
有
自
体
に
面
し

て
自
ら
の
言
葉
の
否
定
と
思
議
思
量
の
放
棄
を
表
明
し
つ
つ
」、

こ
の
否
定
的
な
言
葉
を
、「
言
葉
を
否
定
し
思
議
を
放
棄
せ
し
め

る
当
の
も
の
と
し
て
の
神
に
述
語
す
る
」（
六―

三
〇
四
）。
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
も
人
間
の
側
か
ら
の
言

葉
で
は
規
定
し
え
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
「
神
は
無
で
あ

る
」。
従
っ
て
、「
無
相
の
『
一
』
そ
の
も
の
で
あ
る
と
強
調
さ
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れ
る
神
の
自
体
に
つ
い
て
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
最
後
の
言
葉
も
、

神
と
人
間
、
有
と
無
と
い
う
二
重
の
『
二
』
の
上
で
言
わ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
」。「
無
」
と
い
わ
れ
る
そ
の
背
後
に
は
挙
揚

さ
れ
た
実
体
が
厳
存
し
て
お
り
、「
実
体
性
が
無
を
限
界
づ
け
て

い
る
」（
六―
三
〇
五
）。

か
よ
う
に
、
禅
の
立
場
に
立
つ
上
田
先
生
か
ら
す
れ
ば
、
禅

の
端
的
な
「
無
」
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
神
は
無
で
あ
る
」

と
は
異
な
る
「
調
律
」
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
問
題
と
せ
ざ
る

を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
禅
の
基
盤
を
な
す
大
乗
仏
教
の
基
本

か
ら
し
て
、「
無
」
は
実
体
性
の
挙
揚
で
は
な
く
。
逆
に
「
実
体

性
の
全
き
空
解
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

禅
実
体
性
の
全
き
空
解

禅
に
お
い
て
「
実
体
性
の
全
き
空
解
」
と
は
、「
無
限
の
開
け
」

の
「
空
開
（「
無
の
場
所
」）」
で
あ
る
と
と
も
に
、「
空
の
作
き
（
無

の
作
き
）」
と
い
う
意
味
を
も
つ
。

実
体
性
の
空
解
と
は
、「
実
体
性
を
空
じ
て
『
無
の
場
所
』
を

空
開
し
つ
つ
、
そ
の
『
無
の
場
所
』
に
お
い
て
実
体
的
『
一
』

を
空
解
し
て
無
尽
の
多
と
な
し
、
そ
の
無
尽
の
多
を
『
一
な
ら

ざ
る
一
』
と
し
て
一
如
の
関
係
と
す
る
。
こ
こ
で
は
『
有
る
』

と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
完
き
無
で
あ
っ
て
、
そ
の
故
に
『
関

係
』
に
全
面
的
に
開
か
れ
つ
つ
そ
こ
に
無
尽
の
『
関
係
』
が
具

体
的
に
集
中
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
一
華
開
い
て
世

界
起
こ
る
』。
こ
の
よ
う
な
動
的
な
全
連
関
が
絶
対
無
の
作
き
で

あ
り
、
し
か
も
同
時
に
そ
の
作
き
は
絶
対
無
に
お
い
て
没
蹤
跡

で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
弁
的
基
盤
に
お
い
て
は
有
自
体

と
『
一
』
と
が
置
換
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

こ
こ
で
は
『
無
』
と
『
関
係
』
と
が
置
換
さ
れ
得
る
（
…
『
空

性
と
縁
起
』
…
）。
基
本
が
一
方
は
『
有
（
実
体
）
＝
一
』
に
置

か
れ
、
他
方
は
『
無
＝
一
如
の
関
係
』
に
置
か
れ
て
い
る
」（
六

―

三
〇
六
）。

実
体
性
を
空
解
す
る
作
き
と
し
て
の
「
無
」
は
、「
有
の
否
定

と
し
て
の
無
へ
の
固
定
を
も
同
時
に
否
定
」
し
、
無
自
身
の
実

体
化
を
も
「
無
の
無
」
と
し
て
空
解
す
る
「
無
限
無
窮
の
否
定

で
あ
る
（
こ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
無
限
の
開
け
を
空
開
す
る
）」。

と
同
時
に
、こ
の「
無
の
無
」は
、「
他
方
で
は
有
に
転
成
す
る（
否
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定
の
否
定
が
肯
定
と
な
る
ご
と
く
）」。
無
と
は
、
無
を
も
否
定

す
る
「
無
の
無
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、「
無
窮
の
否
定
と
肯
定
と

の
相
即
相
入
」
で
あ
る
。
こ
の
相
即
相
入
と
い
う
こ
と
も
、
そ

の
無
窮
の
否
定
の
作
き
お
い
て
「
跡
か
た
も
な
い
」。
と
同
時
に

そ
れ
だ
け
に
、
肯
定
は
「
端
的
な
絶
対
肯
定
」
と
な
る
（
六―

三
〇
七
）。

「
山
は
是
れ
山
」
が
「
全
真
全
現
」
で
あ
っ
て
、
無
尽
の
関
係

が
こ
こ
に
集
約
さ
れ
て
「
有
の
真
性
が
如
是
と
具
現
す
る
」。
と

同
時
に
「
無
」
と
言
え
ば
、「
絶
対
否
定
即
絶
対
肯
定
＝
絶
対
肯

定
即
絶
対
否
定
、
こ
の
よ
う
な
全
連
関
を
収
め
て
、
し
か
も
収

め
た
と
い
う
こ
と
も
す
っ
か
り
消
し
得
て
、
し
た
が
っ
て
ま
た

全
連
関
を
新
鮮
に
開
き
得
る
も
の
と
し
て
」、「
無
」
な
の
で
あ

る
（
同
前
）。

「
山
は
是
れ
山
」
が
「
全
真
全
現
」
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら

す
れ
ば
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
「
神
は
無
で
あ
る
」
と
い

う
こ
と
の
徹
底
性
と
、
そ
の
徹
底
性
が
実
存
の
運
動
に
表
れ
て

い
る
「
絶
対
の
無
」
と
は
、実
は
最
後
の
と
こ
ろ
で
と
い
う
よ
り
、

初
め
か
ら
、「
調
律
」
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
無
と
は

何
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
禅
で
は
、「
水
は
自
ら
茫
々
、

花
は
自
ら
紅
」
が
、「
そ
の
と
き
の
真

0

0

0

0

0

0

の
答
に
な
り
得
る
」
の
で

あ
る
（
六―

三
〇
八)

。

無
へ
、
無
か
ら

上
田
先
生
に
よ
れ
ば
、
近
世
以
降
、
現
代
に
至
る
ま
で
世
界

を
主
導
し
て
き
た
西
洋
の
思
想
軸
に
お
け
る
一
つ
の
大
き
な
流

れ
、
す
な
わ
ち
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
脱
構
築
へ
と
い
う
動
向
は
、

大
局
的
に
「
無
へ
」
の
方
向
と
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
禅
の

伝
統
は
大
局
的
に
「
無
か
ら
」
の
方
向
で
あ
る
。「
無
へ
の
」
方

向
は
、
そ
れ
だ
け
で
あ
る
と
、「
す
べ
て
を
問
に
化
す
る
過
激
な

『
問
』
に
の
み
に
と
ど
ま
」
り
、
他
方
「
無
か
ら
」
の
方
向
は
そ

れ
だ
け
で
は
、「
答
の
力
が
薄
れ
、
平
板
微
温
な
単
な
る
無
事
に

頽
落
す
る
」（『
禅
の
風
景
』
五―

三
四
四
）。「
無
へ
」
の
方
向

と
、「
無
か
ら
」
の
方
向
が
い
わ
ば
「
背
中
合
わ
せ
に
」
通
じ
合

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
者
に
は
、
後
者
の
方
向
に
根
源
的
な
答

え
を
見
出
す
可
能
性
が
開
か
れ
、
後
者
に
は
、「
無
へ
」
の
問
い

の
厳
し
さ
に
触
れ
て
こ
そ
、
自
ら
の
方
向
が
答
え
と
し
て
再
活

性
化
し
う
る
の
で
あ
り
、か
く
し
て「
最
後
の
問
と
根
源
的
な
答
」

の
生
け
る
連
関
の
中
か
ら
、「
一
つ
の
新
し
い
世
界
原
理
が
生
ま
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れ
る
可
能
性
」（
同
前
）
が
、
上
田
先
生
に
お
い
て
は
考
え
ら
れ

て
い
る
。
西
田
か
ら
西
谷
に
至
る
上
田
先
生
の
先
達
が
探
求
し

た
の
は
、
こ
の
新
し
い
可
能
性
と
そ
れ
を
現
実
化
す
る
道
で
あ

り
、
こ
の
可
能
性
が
「
世
界
に
お
い
て
リ
ア
ラ
イ
ズ
さ
れ
得
る

事
態
に
ま
で
世
界
が
進
ん
だ
」（
五―

三
九
）
と
こ
ろ
に
位
置
す

る
の
が
西
谷
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
上
で
、
同
じ
道
に
つ
な
が

る
上
田
先
生
の
探
求
と
活
動
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

問
い 

論
理
の
斉
合
性
と
、
留
保
さ
れ
る
答

以
上
見
て
来
た
よ
う
に
、「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」
に
関
す
る

上
田
先
生
の
研
究
は
、
結
局
は
「
キ
リ
ス
ト
教
と
禅
」
と
い
う

問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
最
終
的
に
問
題
と
な
っ
た

の
は
、「
有
と
無
」
と
い
う
古
く
か
ら
あ
る
問
題
で
あ
る
。「
キ

リ
ス
ト
教
と
禅
」
は
、
結
局
は
「
有
と
無
」
と
い
う
問
題
に
帰

着
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
絶
対
無
」（「
無
の
無
」）
は
、
西
洋
精
神
史
に
お
い
て
は
現

れ
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
東
洋
思
想
史
上
で
も
、
禅
が
「
極

限
態
」
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
上
田
先
生
の
み
な
ら
ず
、
禅
の

立
場
に
立
つ
人
々
の
考
え
方
で
あ
る
。「
無
」
は
禅
的
論
理
か
ら

す
れ
ば
、「
無
窮
の
否
定
」と
し
て
も「
無
限
の
開
け
」と
し
て
も
、

原
理
的
に
「
有
」
を
越
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
、

「
神
が
有
る
」
と
し
て
も
、
そ
の
「
有
る
」
場
は
「
絶
対
無
」
で

あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
原
理
的
に
無
を
有
よ
り
根
源
に
置
く
考

え
方
は
、
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教
の
側
か
ら
は
首
肯
し
え
な
い
で

あ
ろ
う
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
で
も
な
お
、「『
絶
対
の
無
』
が
言
わ

れ
る
境
位
か
ら
す
る
と
、『
無
』
に
関
し
て
は
や
は
り
相
対
的
な

『
絶
対
の
無
』
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
…
無
と
言
わ

れ
る
そ
の
背
後
に
は
実
体
が
厳
存
し
て
い
る
。
実
体
性
が
無
を

限
界
づ
け
て
い
る
」（
六―

三
〇
五
）。
し
か
し
、「
実
体
性
が
無

を
限
界
づ
け
て
い
る
」
と
見
做
さ
れ
る
の
は
、
禅
の
立
場
か
ら

す
れ
ば
必
然
的
で
あ
っ
て
も
、「
神
が
有
る
」
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

寧
ろ
如
何
な
る
仕
方
で
も
限
界
づ
け
ら
れ
な
い
の
が
神
の
実
体

性
で
あ
る
の
だ
か
ら
、「
実
体
性
が
無
を
限
界
づ
け
て
い
る
」
と

い
う
よ
う
な
言
い
方
自
体
が
そ
も
そ
も
誤
り
で
あ
る
と
い
う
指

摘
や
批
判
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
側
か
ら
は
繰
り
返
し
為
さ
れ
て
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き
た
。「
神
が
有
る
」
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
逆
に
禅
の
立
場
に
対

し
て
、「
初
め
か
ら
調
律
が
異
な
っ
て
い
る
」
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
で
あ
ろ
う
。

上
田
先
生
も
、「（
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
）『
絶
対
の
無
』
の
絶
対

性
は
『
無
』
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
超
有
と
し
て
の
有
、
究
極

の
実
体
性
に
由
来
す
る
。
無
を
最
大
限
に
内
包
し
て
超
え
出
た

超
有
と
し
て
の
有
」
で
あ
る
と
は
い
え
、「
こ
れ
は
こ
れ
で
ひ
と

つ
の
徹
底
し
た
考
え
方
で
あ
」（
同
前
）
る
こ
と
は
お
認
め
に
な

る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
実
体
観
の
空
解
」
が
な
け
れ
ば
、
換
言

す
れ
ば
、絶
対
否
定
と
絶
対
肯
定
の
相
即
相
入
を
意
味
す
る
「
絶

対
無
」
を
場
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、「
真
の
自
己
」
も
「
無
底

を
根
底
と
す
る
真
の
自
由
」
も
成
立
し
な
い
と
い
う
禅
的
論
理

展
開
に
従
え
ば
、「
神
が
有
る
」
立
場
で
は
、
遂
に
「
真
の
自
己
」

に
目
覚
め
え
ず
、「
無
底
を
根
底
と
す
る
真
の
自
由
」
は
成
立
し

え
ず
、「
無
限
の
開
け
」
は
開
か
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な

ら
な
い
の
か
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け

る
自
然
の
問
題
に
対
し
て
な
さ
れ
た
上
田
先
生
ご
自
身
の
次
の

よ
う
な
お
答
と
、
同
様
な
こ
と
が
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
は
、
十
牛
図
第
九
図
の
「
場
面
が
欠
け
て

い
る
」（
八―

一
五
一
）、「『
絶
対
の
無
』
を
説
く
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
の
場
合
、
そ
れ
と
同
じ
重
さ
に
お
い
て
は
自
然
と
い
う
境
位

は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
」（
六―

三
二
三
）
と
い
う
問
題
は
、

禅
と
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
決
定
的
な
違
い
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の

問
題
に
関
し
て
上
田
先
生
は
、
昨
年
の
京
都
宗
教
哲
学
会
に
お

い
て
、「
何
故
に
」
と
根
拠
を
問
う
「
思
惟
の
強
さ
」
が
、
ヨ―

ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
（
ジ
レ
ジ
ウ
ス
の
「
薔
薇
は
何
故
無
し
に

有
る
」
の
例
で
い
え
ば
）
端
的
に
「
薔
薇
」
と
は
言
わ
し
め
な

か
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
宗
教
と
い
う
あ
り
方
は「
人

間
の
基
礎
的
な
構
造
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
」（『
宗
教
哲
学
研

究
』
第
二
十
一
号
、
一
〇
六
頁
）
と
し
て
も
、
具
体
的
に
一
つ

の
宗
教
と
い
う
形
で
現
れ
る
場
合
に
は
、「
基
本
的
に
は
、
文
化

の
伝
統
の
違
い
」、「
違
う
文
化
の
伝
統
と
い
う
こ
と
が
現
実
的

な
地
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
」（
同
前
一
〇
八
〜
九
頁
）
と
、

お
答
え
に
な
っ
て
い
る
。

ヨ―
ロ
ッ
パ
の
思
想
で
は
、
最
も
禅
に
近
づ
い
た
と
見
做
し

う
る
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
も
な
お
「
実
体
性
の
空
解
」
は

起
こ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、「
有
る
」
こ
と
の
根
拠
を
問
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う
「
思
惟
の
強
さ
」
の
伝
統
の
中
に
置
い
て
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
、
そ
の
よ
う
に
考
え
た
と
し
て
も
、
先
に
提
出
し
た
問

い
は
や
は
り
残
る
の
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言
葉
を
、
上

田
先
生
の
文
脈
に
従
っ
て
「
自
覚
化
」
の
言
葉
と
し
て
受
け
取

る
限
り
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
実
存
」
に
お
い
て
「
無
を
自
己

の
上
に
実
証
す
る
」「
離
脱
」
は
、
禅
の
場
合
と
ど
ち
ら
が
深
い

と
か
浅
い
と
か
言
い
え
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
考
え
な
く
て
は

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
実
存
」
に
即
し
て

い
え
ば
、
こ
の
「
離
脱
」
は
「
神
の
絶
対
的
な
有
の
基
盤
」
が

先
ず
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
無
が
自
己
の
上
に
実
証
さ
れ
る

こ
と
で
、
初
め
て
「
神
の
絶
対
的
な
有
（esse, W

esen)
」
が
確

証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
「
神
の
絶
対
的
な
有
」

の
確
証
が
、
つ
ま
り
「
神
の
絶
対
的
な
有
」
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
に
と
っ
て
、「
何
故
無
き
生
」
と
し
て
生
き
ら
れ
る
「
究
極
の

開
け
」（
六―

二
五
三
）
を
開
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
な
お
、「
実
体
性
が
無
を
限
界
づ
け
て
い
る
」
と

い
う
よ
う
な
指
摘
を
な
す
こ
と
は
、「
絶
対
無
」
の
理
的
斉
合
性

の
追
求
と
い
う
以
上
の
意
味
を
も
ち
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
神
が
有
る
」
こ
と
の
絶
対
性
を
、「
実
体
」
そ
の
他
の
哲
学

的
術
語
を
用
い
て
思
弁
的
に
追
求
す
る
限
り
、
絶
対
無
と
い
う

原
理
に
対
し
て
、
有
と
い
う
原
理
の
一
種
の
「
限
界
」
が
指
摘

さ
れ
る
論
理
的
必
然
性
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
神

が
有
る
」
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
神
が
「
有
る
」
そ
の
「
有
」
は
、

そ
う
い
う
限
界
を
超
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
何
も

な
い
と
考
え
る
の
は
、
有
の
立
場
で
実
体
か
ら
類
推
し
た
無
で

あ
」（
六―

二
三
四
）
る
と
い
う
絶
対
無
に
対
す
る
誤
解
と
い
わ

ば
パ
ラ
レ
ル
な
誤
解
が
、「
神
の
絶
対
的
な
有
」
の
立
場
か
ら
す

れ
ば
、「
神
の
絶
対
的
な
有
」
に
つ
い
て
あ
る
と
言
い
得
る
と
考

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
そ
う
言
い
得

な
け
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
成
り
立
ち
え
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
問
い
は
、
必
ず
し
も
上
田
先
生
へ
の
反
論
で
は
な
い
。

筆
者
自
身
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
立

場
に
は
立
ち
得
な
い
だ
け
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
は
、
慎

重
な
公
平
さ
を
保
ち
た
い
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
発
せ
ら
れ

た
質
問
で
あ
る
。

TZ 4 Ueda1.indd   40 2005/06/13   14:09:32



4 ――― 東西宗教研究　第 4号・2005 年

世
界
の
広
さ
と
現
身
の
人
間 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
「
神
性
の
無
」
へ
の
突
破
、
或
い

は
禅
的
無
に
対
し
て
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、「
現
身
の
人
間

を
忘
れ
た
思
弁
的
飛
翔
」
と
い
う
批
判
に
対
し
て
は
、
上
田
先

生
の
場
合
、
無
へ
の
向
上
突
破
は
「
実
世
界
へ
の
向
下
還
帰
と

の
相
即
交
徹
と
な
る
」（
六―
三
〇
三
）
例
（
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の

場
合
で
は
、
マ
ル
タ
と
マ
リ
ヤ
に
つ
い
て
の
説
教
。
禅
の
場
合

な
ら
、“Schön kühl!”

の
例
〈
四―

三
六
六
〉)

が
挙
げ
ら
れ
て

反
論
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
現
身
の
人
間
を
忘
れ
た
思
弁
的
飛

翔
」
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、「
向
上
突
破
と
実
世
界
へ
の
向
下

還
帰
と
の
相
即
交
徹
と
な
る
」
実
例
を
も
っ
て
す
る
の
は
、
必

ず
し
も
答
え
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
思
弁
的
飛
翔
」

と
い
う
批
判
は
、「
向
上
突
破
と
実
世
界
へ
の
向
下
還
帰
と
の
相

即
交
徹
」
と
い
う
、
一
種
オ―

ル
マ
イ
テ
ィ―

な
禅
的
原
理
そ

の
も
の
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
オ―

ル
マ
イ
テ
ィ―

と
い
う
批
判
に
対
し
て
は
、
理

的
に
は
、
出
定
は
「
禅
定
の
深
さ
と
相
関
的
で
あ
る
」（
六―

二
八
二
等
）
と
し
て
も
、「
実
世
界
へ
の
向
下
還
帰
」
に
は
、（
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言
葉
で
言
え
ば
）「
よ
く
修
練
さ
れ
た
身
体
」（
六

―

三
〇
三
）
が
伴
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
以
て
、

一
応
反
論
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
が
、「
禅
定
の
深

さ
」
が
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
の
に
劣
ら
ず
、
身
体
を
よ
く
修

練
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
身
体
の
修
練
」
と
は
、
実
際
の
具
体
的
な
現
実
の
諸
場
面
に
適

切
に
対
処
し
う
る
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、「
広
い
外
」
で

あ
る
「
世
界
」
を
「
真
剣
に
受
け
取
る
限
り
」、「
世
界
に
お
け

る
禅
の
新
し
い
自
覚
」
が
「
思
想
」
と
し
て
要
求
さ
れ
る
（
五

―

三
三
三
〜
四
）
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
自
覚

が
思
想
と
な
る
以
前
に
、
そ
の
前
提
と
な
る
〃
世
界
の
広
さ
を

真
剣
に
受
け
取
る
〃
と
い
う
こ
と
自
体
、「
広
さ
（
複
雑
さ
、
多

様
さ
）」
と
い
う
点
に
お
い
て
も
「
真
剣
に
」
と
い
う
点
に
お
い

て
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
し
、
こ
の
広
さ
は
、
一
つ
の
原
理

に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

「『
底
な
き
』
根
源
的
主
体
性
に
、『
わ
れ
在
り
』
が
孤
立
し
な

い
た
め
に
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
は
欠
け
て
い
た
問
題
と
し
て

の
自
然
と
い
う
こ
と
が
考
え
合
わ
さ
れ
な
け
れ
ば
」
な
ら
な
い

（『
虚
空
／
世
界
』
九―
二
三
五
）、
こ
の
こ
と
は
、
既
に
触
れ
た
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吉
田 

で
は
、
上
田
先
生
、
最
後
に
出
し
ま
し
た
質
問
に
つ
い

て
と
り
あ
え
ず
お
答
え
い
た
だ
け
ま
す
か
。

上
田 

ま
ず
質
問
の
前
ま
で
、
な
る
ほ
ど
私
は
こ
う
い
う
よ
う

に
考
え
て
き
た
ん
だ
な
と
自
分
で
思
え
る
よ
う
に
聞
い

て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
具
体
的
に
質
問
が
で
て
い

る
わ
け
で
す
が
、
質
問
だ
か
ら
答
え
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
だ
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
形
に
な
っ
て
く
る
と
な

か
な
か
単
純
に
答
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い

ま
す
ね
。
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
と
い
う
の
も
お
か
し
い

の
だ
け
れ
ど
も
。
答
え
る
と
な
る
と
、
こ
れ
が
実
際
難

し
い
の
で
…
。
難
し
い
っ
て
言
う
の
は
、
神
を
め
ぐ
っ

て
に
し
て
も
禅
を
め
ぐ
っ
て
に
し
て
も
、
こ
れ
は
単
純

に
比
較
で
き
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。

そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
脈
絡
の
中
で
い
き
つ
く
と
こ
ろ
ま
で

討
論
Ⅰ 

司 

会　

吉
田
喜
久
子

よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
思
想
を
論
ず
る
際
常
に
問
題
と
な

る
が
、
他
方
禅
に
と
っ
て
は
、「
歴
史
」
や
「
文
化
」
を
含
め
た

意
味
で
の
「
外
の
広
さ
」
を
「
真
剣
に
受
け
取
る
」
と
い
う
こ

と
が
、
や
は
り
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

TZ 4 Ueda1.indd   42 2005/06/13   14:09:33



43 ――― 東西宗教研究　第 4号・2005 年

い
っ
た
と
い
う
か
、
い
こ
う
と
す
る
と
い
う
、
そ
う
い

う
行
き
か
た
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
ど
こ
か
へ
行

き
着
こ
う
と
す
る
一
つ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
横
か
ら
見

て
、
あ
る
い
は
ど
こ
か
で
そ
れ
を
切
っ
て
み
て
、
と
い

う
形
を
と
る
場
合
、
な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
比
較
し
て
結
論
を
出
す
と
い

う
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
の
が
私
の
立
場
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。
今
度
の
三
つ
目
の
テ
ー
マ
が
「
宗
教

と
は
な
に
か
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
そ
の
と
き
に
も

問
題
に
な
る
こ
と
、
し
か
も
方
法
的
に
も
問
題
に
な
る

こ
と
な
の
で
す
が
、「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と

を
私
は
直
接
に
宗
教
の
言
葉
で
は
語
ら
な
い
と
。
な
ぜ

そ
う
い
う
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
と
、
も
と
も
と
宗
教

と
い
う
事
態
が
成
立
す
る
の
は
、
人
間
そ
の
も
の
の
基

礎
的
な
存
在
の
構
造
に
宗
教
と
い
う
事
態
が
成
立
す
る

所
以
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
そ
の
所

以
は
っ
き
り
出
し
て
み
た
い
。
人
間
存
在
の
基
礎
構
造

に
、
宗
教
と
言
わ
れ
る
事
態
が
成
立
す
る
所
以
が
あ
る

と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
構
造
が
歴
史
的
社
会
の
中

で
リ
ア
ル
に
な
る
、
現
実
態
に
な
る
と
き
に
は
、
言
葉

の
問
題
と
か
、
あ
る
い
は
歴
史
的
社
会
の
風
土
的
・
伝

統
的
土
壌
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
に
制
約
限
定
さ
れ
て

実
定
諸
宗
教
の
現
実
態
に
な
る
。
現
実
態
に
な
っ
た
と

こ
ろ
で
は
、
も
う
比
較
す
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
。

問
題
は
む
し
ろ
実
定
諸
宗
教
が
出
会
い
の
中
で
そ
れ
ぞ

れ
の
既
成
の
制
約
を
、
人
間
の
基
礎
構
造
に
向
っ
て
、

脱
構
築
し
て
出
直
す
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ま
す
。
私
は

長
い
間
の
経
験
か
ら
そ
う
な
り
ま
し
た
。
諸
宗
教
が
そ

れ
ぞ
れ
自
分
の
宗
教
の
言
葉
、
あ
る
い
は
神
学
の
言
葉

を
つ
か
っ
て
議
論
を
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
し
ば

し
ば
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
な
か
な

か
実
際
の
他
者
理
解
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う

と
結
局
、
他
者
の
言
葉
を
自
分
の
言
葉
に
翻
訳
し
て
理

解
を
す
る
と
い
う
、
原
理
的
に
は
そ
う
い
う
こ
と
を
抜

け
る
こ
と
が
で
き
に
く
く
な
る
ん
で
す
ね
。
宗
教
の
言

葉
で
あ
る
限
り
、
ど
う
し
て
も
あ
る
種
の
無
制
約
性
へ

の
要
求
の
よ
う
な
も
の
と
い
う
の
を
言
葉
自
身
が
持
つ

こ
と
に
な
る
か
ら
、
な
か
な
か
直
接
に
な
か
な
か
比
較
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し
に
く
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
議
論
す
る
と
き
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
大
義
名
分
の
本
当
の
と
こ
ろ
だ
け
で
議
論
を

す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
が
ち
で
す
。
そ
し
て
キ
リ
ス

ト
教
の
場
合
も
仏
教
の
場
合
も
、
そ
れ
の
頽
落
態
と
い

う
の
か
、
し
か
も
固
有
の
頽
落
態
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、

そ
こ
ま
で
全
部
含
め
て
私
は
歴
史
的
な
事
態
だ
と
い
う

ふ
う
に
考
え
ま
す
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
と
か
仏
教
、
あ
る

い
は
狭
く
い
っ
て
禅
が
成
立
す
る
所
以
の
決
め
手
に
な

る
も
の
は
な
に
か
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
み
よ
う
と
思

っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
最
初
の
問
い
は
有
と
無
と
い

う
こ
と
で
す
が
、
…

吉
田 

つ
ま
り
、
結
局
そ
う
い
う
問
い
に
な
ら
な
い
…
、
ど
う

し
て
も
そ
う
い
う
問
い
が
で
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す

よ
ね
。
特
に
無
の
原
理
の
ほ
う
か
ら
で
す
ね
。
有
の
原

理
の
ほ
う
か
ら
で
は
必
ず
し
も
な
い
。

上
田 

有
の
原
理
の
ほ
う
か
ら
も
で
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
単

に
概
念
と
し
て
受
け
取
る
と
、
有
と
無
と
い
う
と
非
常

に
抽
象
的
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

思
想
の
質
と
か
、
思
想
の
構
造
と
い
う
の
は
だ
ん
だ
ん

だ
ん
だ
ん
突
き
詰
め
て
い
く
と
最
後
に
は
、
有
と
無
と

い
う
と
こ
ろ
で
問
題
の
決
着
み
た
い
な
こ
と
起
こ
っ
て

く
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
す
が
、
た
と
え
ば
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
、
存
在being

と

非
有non-being

を
問
題
に
し
て
、being 

は
、non-

being

と
い
う
言
葉
の
作
ら
れ
方
か
ら
す
で
に
は
っ
き

り
し
て
く
る
よ
う
に
、
存
在
論
的
な
優
位
性
をnon-

being

に
た
い
し
て
持
っ
て
い
る
と
。
つ
ま
り
こ
れ
は

ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
わ
け
で

す
ね
。
そ
し
て
そ
う
い
う
ふ
う
に
い
う
と
き
に
は
仏
教

な
ど
へ
の
批
判
も
こ
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る

と
ね
、
や
は
り
、
有
と
無―

―

、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
無
と

い
う
こ
と
を
非
有
で
理
解
し
な
が
ら
、
有
が
存
在
論
的

に
優
位
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
自
明
な
こ
と

と
し
て
、
そ
し
て
同
時
に
、
神
が
存
在
の
根
底
で
あ
る

と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
け
て
い
ま
す
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

場
合
、
有
の
存
在
論
的
優
位
性
と
い
う
の
は
、
ぎ
り
ぎ

り
の
と
こ
ろ
で
の
決
着
の
言
葉
で
す
。
そ
こ
か
ら
神
学
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の
形
で
思
想
の
体
系
が
成
立
し
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
、
私
た
ち
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
伝
統
で
の
考

え
方
を
知
っ
て
い
ま
す
。
禅
な
ど
も
そ
う
で
す
が
、
東

ア
ジ
ア
の
伝
統
の
な
か
で
大
き
く
働
い
て
き
た
の
は
老

荘
、
と
く
に
無
に
関
し
て
は
老
子
の
、「
有
は
無
よ
り

生
ず
」
で
す
。「
万
物
は
有
よ
り
生
ず
」、
そ
し
て
「
有

は
無
よ
り
生
ず
」
と
ポ
ン
と
言
え
る
立
場
で
す
。
こ
れ

は
四
〇
章
で
し
た
か
、
老
子
の
中
で
も
っ
と
も
短
い
章

な
ん
で
す
が
、
こ
れ
が
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
単
純
に

は
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
も
や
は
り
最
後
の
ぎ
り
ぎ
り
の

と
こ
ろ
で
の
決
着
で
す
ね
。「
天
下
の
万
物
は
有
よ
り

生
ず
。
有
は
無
よ
り
生
ず
」
と
受
取
っ
て
、「
そ
う
だ
」

と
思
う
。
そ
し
て
世
界
内
の
事
に
当
っ
て
、
ど
う
に
も

な
ら
な
く
な
っ
た
と
き
、「
無
か
ら
出
直
す
」
と
い
う

実
存
へ
の
導
き
に
な
り
ま
す
。
そ
の
章
の
最
初
の
言
葉

は
「
反か

え

る
者
は
、
道
の
動
な
り
」(

あ
と
も
ど
り
す
る

の
が
道
の
動
き
方
で
あ
る―

―

小
川
環
樹
訳)

。
そ
れ

か
ら
こ
れ
は
人
間
存
在
に
関
し
て
の
有
、
非
有
、
無
と

い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
具
体
的
に
切
迫
し
た
形
で
す

と
、
生
と
死
の
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
生
と
死
を
ど

う
受
け
取
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
有
と
無
を
ど
う
考
え

る
か
と
い
う
こ
と
が
直
接
に
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
面
白
い
と

最
近
思
い
つ
い
た
こ
と
な
ん
で
す
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

有
と
無
をbeing 

とnon-being

と
し
て
問
題
に
し
て
い

ま
し
た
が
老
子
の
場
合
は
「
無
」
で
す
ね
。「
無
」
と

い
う
の
は
漢
和
辞
典
を
引
け
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
有
の

否
定
だ
か
ら
「
無
い
」
と
い
う
意
味
で
は
あ
る
ん
で
す

ね
。
し
か
し
非
常
に
面
白
い
の
は
、「
無
」
と
い
う
一
字
、

こ
れ
に
は
非
有
即
ち
有
の
否
定
以
上
の
あ
る
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
、
一
字
で
あ
る
が
故
に
込
め
ら
れ
得
る
ん
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
思
想
的
に
活
性
化
さ
れ
る

と
、「
無
」
が
根
源
的
な
も
の
に
な
る
。
有
の
否
定
で

は
な
い
。「
無
」
が
有
の
否
定
だ
け
で
す
と
有
の
ほ
う

が
無
を
超
え
て
ま
た
高
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
弁
証
法

は
ま
さ
に
そ
う
い
う
形
を
取
っ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。

「
無
」
と
ポ
ー
ン
と
出
さ
れ
ま
す
と
「
無
」
に
有
の
否

定
を
も
う
一
つ
超
え
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
出
て
き
ま
す
。
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そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
生
か
さ
れ
る
と
、「
無
」
が
あ
る

種
の
究
極
性
、
根
源
性
に
な
っ
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
「
な
い
」
と
い
う
普
通
の
意
味
で
使
わ

れ
る
こ
と
も
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
あ
り
ま
す
。
ま
た
思
想
的

に
は
よ
く
西
洋
は
有
で
東
洋
は
無
と
い
う
よ
う
な
こ
と

が
よ
く
言
わ
れ
た
り
し
て
、
そ
う
す
る
と
ま
た
す
ぐ
反

発
が
で
て
く
る
ん
で
す
が
、
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
言

い
ま
す
と
、
老
子
の
よ
う
に
「
無
か
ら
有
が
生
ま
れ
る
」

と
単
純
に
は
っ
き
り
言
う
立
場
、
こ
れ
は
東
洋
、
殊
に

老
荘
や
禅
の
立
場
で
成
立
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
に
対
し
て
「
有
は
非
有
を
超
え
て
高
ま
る
」
と
い
う

考
え
方
は
、
西
洋
で
の
思
想
の
歴
史
で
主
導
的
で
あ
っ

た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
は
言
え
西
洋
で

も
「
無
」
と
い
う
概
念
が
大
き
く
意
味
を
も
つ
思
想
は

い
く
つ
か
あ
り
ま
す
ね
。
否
定
神
学
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

な
ん
か
は
そ
の
頂
上
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
弁
証
法
の
場

合
、
そ
し
て
も
う
一
つ
が
ニ
ー
チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で

す
ね
。
し
か
し
、
実
際
に
成
立
し
た
思
想
の
形
態
を
よ

く
見
て
み
ま
す
と
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
、
ラ
デ
ィ

カ
ル
な
否
定
神
学
で
す
が
、
最
終
的
に
は
い
わ
ゆ
る
肯

定
神
学
の
光
背
と
言
う
か
後
光
が
あ
っ
て
そ
こ
ま
で
い

け
る
形
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
私
は
比
較
し
て
優
劣
を

つ
け
る
こ
と
を
や
め
て
い
ま
す
か
ら
、
ど
っ
ち
が
ど
っ

ち
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
は
っ
き

り
そ
う
い
う
性
格
で
あ
る
と
い
う
認
識
、
こ
れ
は
必
要

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
、
弁
証
法
の
場
合

も
有
の
否
定
と
い
う
こ
と
が
大
き
く
出
さ
れ
る
の
で
す

が
、
有
の
否
定
そ
の
も
の
が
今
度
は
有
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
と
し
て
、
有
が
高
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
も
っ
と
も

無
が
大
き
く
働
い
た
の
が
、「
無
が
永
遠
に
」、
と
言
う

ニ
ー
チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
場
合
だ
と
思
い
ま
す
。
た

だ
、
ニ
ー
チ
ェ
の
場
合
、
非
常
に
複
雑
で
単
純
に
は
言

え
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
「
無
意
味
な
永
遠
に
」
と
い

う
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
超
え
た
あ
り
方
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
が

思
い
描
い
て
い
た
も
の
は
、『
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
』
の

最
初
の
三
つ
の
変
身
の
と
こ
ろ
で
、
ラ
ク
ダ
が
獅
子
に

な
っ
て
、
獅
子
が
子
ど
も
に
な
る
そ
の
子
ど
も
の
あ
り

方
、「
童
子
」
で
す
ね
。「
遊
ぶ
宇
宙
童
子
」
と
い
う
イ
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メ
ー
ジ
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
克
服

す
る
在
り
方
と
し
て
思
想
的
に
ニ
ー
チ
ェ
が
歩
も
う
と

し
た
道
は
「
童
子
」
と
は
違
っ
て
、「
永
劫
回
帰
」
を

意
味
す
る
と
い
う
意
志
の
立
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。
や

は
り
「
無
」
か
ら
有
が
生
ま
れ
る
と
い
う
よ
う
に
言
い

う
る
あ
り
方
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
私
は
、

有
と
無
の
問
題
は
最
後
に
原
理
的
な
と
こ
ろ
で
、
ぎ
り

ぎ
り
に
は
っ
き
り
問
題
に
な
っ
て
き
て
、
歴
史
的
に
は
、

「
無
が
根
源
で
あ
る
」
と
言
う
の
は
、
極
東
の
思
想
家

で
あ
る
し
、
究
極
的
に
は
有
が
高
揚
す
る
と
い
う
あ
り

方
を
と
る
と
、
こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
史
の
主
軸

に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
客
観
的
に
言
え
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
そ
こ
で
比
較
し
よ
う

と
す
る
と
、
お
か
し
く
な
り
ま
す
ね
。
比
較
を
絶
し
た

ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
の
双
方
そ
れ
ぞ
れ
の
決
着
で
す

か
ら
。
何
か
を
言
う
限
り
は
そ
こ
で
終
り
で
す
。
行
き

ど
ま
り
で
す
。
そ
こ
ま
で
つ
き
つ
め
ら
れ
た
場
合
は
、

「
そ
う
か
」
と
相
手
を
受
取
る
だ
け
に
な
り
ま
す
。
そ

し
て
そ
れ
が
他
者
で
あ
る
相
手
を
理
解
し
、
自
分
を
確

認
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
ほ
ん
と
う

に
そ
う
い
う
こ
と
が
出
来
る
た
め
に
は
、
双
方
が
共
に

一
緒
に
沈
黙
し
得
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
な
る
と
思

い
ま
す
。
有
と
も
言
わ
な
い
、
無
と
も
言
わ
な
い
沈
黙

を
共
に
す
る
、
そ
の
沈
黙
が
他
宗
教
を
本
当
に
理
解
す

る
道
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
宗
教
に
深
ま
る
道
で
も
あ

る
と
。
そ
う
い
う
仕
方
で
の
沈
黙
を
通
し
て
、
自
他
宗

教
が
違
っ
た
言
葉
を
語
る
兄
弟
宗
教
に
な
り
得
る
と
思

っ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
今
度
は
、
違
う
こ
と
が
豊

か
さ
の
経
験
に
な
り
得
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
沈
黙
と
い

う
の
は
、
た
と
え
ば
神
な
ら
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
い
え

ば
、「
神
性
の
無
」
即
「
魂
の
根
底
の
無
」
と
い
う
こ

と
。
こ
れ
は
や
は
り
思
想
の
言
葉
に
な
り
ま
す
。
思
想

の
言
葉
に
な
る
と
思
想
の
体
系
を
土
台
に
し
て
い
る
か

ら
、
や
は
り
簡
単
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ

の
「
無
」
の
遂
行
は
…

河
波 

マ
イ
ク
を
も
う
ち
ょ
っ
と
近
く
に
…

上
田 

す
み
ま
せ
ん
。
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今
の
有
と
無
に
関
し
て
そ
う
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ

か
ら
も
う
一
つ
。
何
か
禅
が
理
的
に
言
う
と
よ
く
究
極

的
な
こ
と
パ
ー
ン
と
言
い
ま
す
が
、
禅
は
そ
う
い
う
と

こ
ろ
ま
で
突
き
詰
め
て
言
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

て
、
そ
の
よ
う
に
言
う
と
こ
ろ
に
禅
の
本
領
が
あ
る
の

で
は
な
く
、
禅
の
本
領
、
禅
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
「
行
」

に
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
、
実
存
へ
の
導
き

に
な
る
よ
う
な
言
葉
の
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
禅
と
同
じ

言
葉
な
ん
で
す
ね
。
た
だ
、
そ
れ
を
基
礎
付
け
る
神
観
、

あ
る
い
は
人
間
観
に
な
り
ま
す
と
、
土
台
に
あ
る
思
想

の
体
系
を
借
り
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
ち
が
っ
て
き

ま
す
。
だ
か
ら
ど
こ
で
比
較
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
問

題
に
な
り
ま
す
。
も
し
、
比
較
と
い
う
こ
と
が
本
当
に

意
味
を
も
つ
な
ら
ば
、
比
較
を
絶
し
た
沈
黙
と
い
う
と

こ
ろ
で
触
れ
て
い
て
、
そ
の
上
で
の
こ
と
で
は
な
い
か

と
い
う
よ
う
に
考
え
ま
す
。

ご
た
ご
た
し
ま
し
た
が
、
有
と
無
に
つ
い
て
は
こ
れ

位
に
し
て
、
そ
れ
か
ら
ど
う
い
う
問
題
で
し
た
か
ね
…
。

吉
田 

も
う
他
に
は
、
私
の
質
問
は
大
し
た
あ
れ
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
別
の
…
。

上
田 

そ
う
で
す
か
。
そ
れ
で
は
も
う
少
し
禅
に
つ
い
て
付
け

加
え
て
お
く
と
、
や
は
り
禅
に
は
何
か
独
特
な
と
こ
ろ

が
あ
る
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
そ
れ
で
私
は
、
禅
と

は
何
か
に
つ
い
て
、
お
配
り
し
た
も
の
に
「
禅
三
題
」

と
い
う
題
で
、
一
つ
は
森
本
省
念
老
師
の
こ
と
、
も
う

一
つ
は
ド
イ
ツ
で
の
「
あ
あ
冷
た
い
」、
そ
れ
か
ら
も

う
ひ
と
つ
は
バ
ス
で
子
ど
も
が
指
を
立
て
た
こ
と
、
こ

の
三
つ
を
書
き
ま
し
た
…
。
私
は
禅
と
は
な
に
か
を
典

型
的
な
禅
僧
と
か
臨
済
だ
と
か
良
寛
だ
と
か
道
元
だ
と

か
そ
う
い
う
人
を
手
が
か
り
に
す
る
よ
り
も
、
実
際
に

直
接
に
触
れ
て
こ
れ
が
禅
だ
な
と
感
銘
を
受
け
る
、
そ

う
い
う
と
こ
ろ
で
禅
を
見
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

一
例
を
あ
げ
て
み
ま
す
。
ベ
ル
リ
ン
で
あ
る
ド
イ
ツ

の
家
庭
が
日
曜
の
昼
に
お
客
を
招
き
ま
し
た
。
こ
れ
か

ら
食
事
が
始
ま
る
と
い
う
と
き
に
、
そ
の
家
の
お
嬢
さ

ん
の
手
が
水
の
入
っ
た
コ
ッ
プ
を
倒
し
て
し
ま
い
、
き
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れ
い
に
し
つ
ら
え
た
食
卓
の
テ
ー
ブ
ル
・
ク
ロ
ー
ス
に

水
が
流
れ
て
き
ま
し
た
。
皆
が
緊
張
し
た
そ
の
瞬
間
に

客
の
一
人
で
あ
っ
た
若
い
日
本
人
の
居
士
が
両
手
を
ひ

ろ
げ
て
水
び
た
し
の
テ
ー
ブ
ル
・
ク
ロ
ー
ス
に
あ
て
て

「
あ
あ
、
冷
た
く
て
気
持
ち
が
い
い
」
と
言
っ
た
と
い

う
の
で
す
。
夏
の
暑
い
日
で
し
た
。
そ
の
居
士
の
働
き

で
、
そ
の
場
の
空
気
が
救
わ
れ
た
と
そ
こ
に
居
合
わ
せ

た
ド
イ
ツ
人
の
お
ば
あ
さ
ん
が
私
に
話
し
て
く
れ
ま
し

た
。
そ
の
時
の
居
士
の
手
の
様
子
を
自
分
の
手
で
再
現

し
な
が
ら
。
そ
の
手
が
印
象
的
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

突
然
の
状
況
の
中
で
、
と
っ
さ
に
働
け
る
、
そ
の
場
の

救
い
に
な
る
よ
う
に
。
私
は
こ
こ
に
禅
を
見
ま
す
。

吉
田 

で
は
、会
場
か
ら
質
問
を
…
。
じ
ゃ
あ
、八
木
先
生
か
ら
。

八
木 

言
い
た
い
こ
と
今
の
う
ち
に
い
っ
と
か
な
い
と
、
ワ
ー

っ
と
み
ん
な
手
を
挙
げ
て
い
え
な
く
な
る
に
違
い
な
い

と
思
う
か
ら
。
あ
ま
り
時
間
な
い
か
ら
ご
く
簡
単
に
。

比
較
し
な
い
っ
て
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ね
。
そ
れ
わ

か
る
け
ど
、
そ
れ
最
初
か
ら
出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
よ
。

あ
る
い
は
、
あ
ら
ゆ
る
言
説
に
比
較
は
し
な
い
っ
て
い

う
の
が
通
奏
低
音
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
な
ら
わ
か

る
け
ど
、
比
較
は
し
な
い
と
い
う
の
が
最
初
に
あ
る
と

困
っ
ち
ゃ
う
ん
で
…
。
対
話
の
際
に
も
ね
、
よ
く
言
わ

れ
る
ん
だ
け
ど
、
違
う
宗
教
の
間
に
通
底
す
る
も
の
な

ん
か
な
い
っ
て
、
こ
れ
、
一
種
の
比
較
か
ら
で
て
き
た

言
葉
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
。
そ
う
い
う
ふ
う

に
い
わ
れ
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
に
対
し
て
言
い
返
す
の

は
ね
、
そ
ん
な
こ
と
い
っ
た
っ
て
、
同
じ
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
だ
っ
て
ね
、
二
人
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
が
同
じ
神
様
信

じ
て
い
る
と
い
う
保
証
が
ど
こ
に
あ
る
っ
て
。
こ
れ
、

難
し
い
で
す
よ
、
非
常
に
。
二
つ
の
宗
教
に
通
底
す
る

も
の
が
あ
る
っ
て
証
明
す
る
よ
り
難
し
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
で
、
そ
の
場
合
に
も
や
っ
ぱ
り
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

同
士
だ
か
ら
比
較
は
し
な
い
ん
だ
ろ
う
け
ど
、
や
っ
ぱ

り
た
と
え
ば
パ
ウ
ロ
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
比
較
だ
と
か
、

パ
ウ
ロ
と
ヨ
ハ
ネ
の
比
較
だ
と
か
い
う
の
が
あ
り
ま
す

か
ら
ね
。
突
き
詰
め
て
、
だ
か
ら
要
す
る
に
、
比
較
っ

て
い
う
の
は
ど
こ
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
可
能
な
の
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か
っ
て
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
ん
で
し

ょ
う
か
。
比
較
し
て
優
劣
を
つ
け
る
っ
て
い
う
の
は
反

対
で
す
け
ど
ね
。
だ
か
ら
比
較
し
な
い
っ
て
い
う
の
は

分
か
る
け
ど
、
比
較
す
る
っ
て
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
続
け
る
っ
て
い
う
こ
と
と
裏

腹
に
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
な
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か

ら
…
。

上
田 

そ
れ
は
ま
っ
た
く
私
も
裏
腹
に
、
言
い
た
い
と
思
い
ま

す
。

八
木 

そ
う
で
す
か
。
安
心
し
ま
し
た
。

上
田 

と
い
う
の
は
ね
、
比
較
し
な
い
と
い
う
の
は
、
全
く
比

較
し
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
手
続
き
の
中
に
比
較

は
あ
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
し
か
し
比
較
で
す
む
こ
と

で
は
な
い
。
比
較
で
結
論
を
だ
さ
な
い
。

八
木 

比
較
し
て
み
た
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
無
駄
だ
か
ら
や
め
た

っ
て
い
う
の
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。

上
田 

い
や
い
や
、
無
駄
と
い
う
の
で
は
な
く
て
ね
、
比
較
を

絶
し
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
そ
こ
に
お
互
い
に
触
れ
て
な

い
と
本
当
は
話
も
で
き
な
い
対
象
的
に
比
較
で
は
な
く

て
、
両
者
が
向
い
合
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
で
す
。

八
木 

比
較
も
で
き
な
い
。
で
、
比
較
も
絶
し
た
と
こ
ろ
っ
て

い
う
の
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
か
ら
、
困
る
ん
で
す

け
ど
。
そ
れ
と
ど
こ
ま
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
可
能

か
っ
て
い
う
の
と
関
連
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
神
秘
主

義
の
「
身
心
脱
落
」
態
が
非
神
秘
主
義
っ
て
お
っ
し
ゃ

っ
て
ね
、
神
秘
主
義
と
非
神
秘
主
義
、
そ
れ
か
ら
い
ま

話
題
に
な
っ
た
有
と
無
、
そ
れ
か
ら
神
の
ほ
う
の
誕
生

と
突
破
、
そ
う
い
う
一
連
の
ペ
ア
の
言
葉
が
出
て
き
ま

し
た
け
れ
ど
も
、
非
神
秘
主
義
の
神
秘
主
義
っ
て
い
わ

れ
た
場
合
の
神
秘
主
義
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、

や
っ
ぱ
り
も
う
ち
ょ
っ
と
説
明
を
う
か
が
い
た
い
。
説

明
を
伺
い
た
い
だ
け
の
話
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
神
の

子
の
誕
生
と
い
う
そ
こ
な
の
か
、
た
と
え
ば
阿
部
さ
ん

が
ね
、
報
身
仏
の
立
場
は
嘘
だ
と
、
発
心
を
信
ま
で
徹

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
だ
と
盛
ん
に
言
っ
て
い
て

ね
。
信
心
が
な
ん
だ
、
仏
が
な
ん
だ
と
か
っ
て
い
っ
て
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い
た
け
れ
ど
も
。
そ
れ
の
誕
生
と
突
破
、
こ
れ
は
パ
ウ

ロ
に
も
あ
る
と
思
い
ま
す
よ
。
神
の
誕
生
っ
て
い
う
の

は
、
神
の
ほ
う
が
私
の
ほ
う
に
現
し
た
っ
て
い
う
よ
う

な
は
っ
き
り
し
た
言
葉
が
あ
り
ま
す
ん
で
ね
。
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
と
絡
め
て
、
誕
生
の
立

場
を
神
秘
主
義
と
い
っ
た
の
で
は
多
分
な
い
と
思
う
か

ら
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
、
ち
ょ
っ
と
説
明
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
。

上
田 

そ
れ
は
、「
後
記
」
の
と
こ
ろ
に
比
較
的
詳
し
く
書
い

た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
神
秘
主
義
が
本
当
に
成
立
す
る
た

め
に
は
、「
合
一
即
脱
自
」、
と
い
う
出
来
る
事
を
見
た

い
と
思
う
ん
で
す
。

八
木 

た
だ
つ
な
が
っ
て
い
う
の
で
は
な
く
て
ね
。

上
田 

や
は
り
自
分
を
超
え
る
と
こ
ろ
と
一
つ
に
な
る
の
だ
か

ら
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
中
で
、
自
分
か

ら
超
え
出
る
、
そ
れ
が
同
時
に
成
立
し
て
い
る
と
。
で

す
か
ら
、「
合
一
即
脱
自
」、
そ
の
全
体
が
本
当
の
神
秘

主
義
…

八
木 

両
方
合
わ
せ
て
神
秘
主
義
と
。

上
田 

そ
う
で
す
。
そ
の
両
方
を
あ
わ
せ
て
ほ
ん
と
の
神
秘
主

義
と
。

八
木 

そ
れ
で
非
神
秘
主
義
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
か
。

上
田 

と
こ
ろ
が
で
す
ね
、
そ
の
合
一
と
い
う
と
こ
ろ
に
往
々

に
し
て
留
ま
る
危
険
性
が
実
際
に
あ
る
と
思
い
ま
す
何

故
か
と
い
う
と
、
合
一
と
い
う
と
き
は
い
つ
も
何
か
と

の
合
一
で
す
ね
。
神
と
の
合
一
と
か
。
本
当
は
神
と
の

合
一
と
い
う
と
き
は
、
合
一
が
た
だ
ち
に
突
破
、
自
分

が
突
破
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
は
ず
な
の
に
、

神
と
の
合
一
が
「
神
と
私
と
の
合
一
」
と
い
う
よ
う
に

受
け
取
ら
れ
る
か
ら
、「
神
と
私
と
の
合
一
」
が
「
私
」

の
あ
り
方
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
私
」
が
と
て
つ
も
な

く
妄
想
的
に
巨
大
化
す
る
。
そ
う
い
う
危
険
性
が
合
一

の
と
こ
ろ
に
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
脱
自
突

破
の
ほ
う
を
特
に
際
立
て
て
大
切
に
し
て
、
非
神
秘
主

義
と
言
い
た
い
の
で
す
。
非
神
秘
主
義
は
神
秘
主
義
が

土
台
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
神
秘
主
義
と
い
う
と
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き
に
は
ど
う
も
合
一
に
と
ど
ま
っ
て
、
自
分
が
神
に
な

る
傾
向
が
あ
る
。
信
仰
の
立
場
か
ら
よ
く
批
判
さ
れ
る

よ
う
に
。

八
木 

そ
れ
は
人
間
神
格
化
で
す
よ
ね
。

上
田 

そ
う
で
す
。
言
葉
で
そ
う
言
え
ば
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
出
る
の
で
す
が
、

実
際
の
経
験
の
中
で
は
人
間
神
格
化
が
お
こ
り
う
る
合

一
に
留
ま
り
が
ち
で
す
。
本
来
は
、
合
一
は
自
分
を
超

え
た
も
の
と
の
合
一
だ
か
ら
、
た
だ
ち
に
そ
れ
を
も
う

一
度
超
え
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
少
し
で

も「
私
」が
残
っ
て
い
る
と
、そ
こ
に
留
ま
り
た
く
な
る
。

八
木 

そ
う
す
る
と
神
秘
主
義
の
頽
落
態
み
た
い
な
こ
と
を
…

上
田 

そ
う
で
す
。
だ
か
ら
、
神
秘
主
義
に
頽
落
態
と
が
あ
り

得
る
と
い
う
問
題
で
す
。
頽
落
態
で
は
な
い
本
当
の
神

秘
主
義
は
、
私
の
い
う
意
味
で
の
非
神
秘
主
義
が
、
は

っ
き
り
リ
ア
ル
に
な
っ
て
い
る
と
。
そ
う
い
う
意
味
で

す
。

八
木 

合
一
に
し
て
も
ね
、
相
手
が
有
だ
っ
た
ら
と
ど
ま
る
こ

と
に
な
り
ま
す
よ
ね
。
だ
け
ど
働
き
だ
っ
た
ら
留
ま
ら

な
い
で
す
か
ら
ね
。
だ
か
ら
、
そ
う
す
る
と
働
き
っ
て

い
う
と
有
無
を
超
え
た
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
だ
け

ど
そ
の
問
題
蒸
し
返
す
と
ま
た
長
く
な
る
か
ら
。
わ
か

り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

河
波 

八
木
先
生
が
、
宗
教
体
験
の
二
つ
の
異
同
性
に
つ
い
て

論
じ
ら
れ
て
、
違
い
を
強
調
さ
れ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

み
ん
な
が
違
う
と
思
っ
て
い
る
以
上
に
、
あ
る
い
は
共

通
の
場
に
あ
る
ん
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
共
通
性
と
い

う
こ
と
を
自
覚
せ
ず
に
特
殊
性
だ
け
論
じ
て
い
る
と
い

う
こ
と
も
あ
り
う
る
わ
け
で
す
。
そ
の
一
つ
の
例
と
し

て
、
た
と
え
ば
、
ニ
コ
ラ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
、『
デ
・

コ
ン
コ
ル
ダ
ン
チ
ャ
・
カ
ト
リ
カ
』D

e concordantia 

catholica

（
一
四
三
三
）
っ
て
い
う
本
の
中
で
ね
、
イ

ス
ラ
ム
教
は
イ
ス
ラ
ム
教
の
宗
教
儀
礼
に
し
た
が
っ
て

神
様
を
拝
ん
で
い
る
、
東
方
教
会
は
東
方
教
会
で
、
カ

ト
リ
ッ
ク
は
カ
ト
リ
ッ
ク
で
独
自
の
宗
教
的
典
礼
で
も

っ
て
ち
ゃ
ん
と
あ
れ
し
て
る
。
し
か
し
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
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に
よ
れ
ば
、
そ
う
い
う
三
つ
の
そ
ろ
い
を
超
え
て
、
実

は
一
つ
の
神
を
拝
ん
で
い
る
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と

を
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
問
題

も
、
こ
と
さ
ら
違
い
を
み
ん
な
が
言
っ
い
て
る
わ
け
で
、

東
洋
と
か
西
洋
と
か
で
は
で
す
ね
、
特
に
違
い
を
言
う

の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
上
に
共
通
の
も
の
と
の
出
会

い
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
な
く
て
、
皆
落
ち
込

ん
で
と
い
う
こ
と
が
一
つ
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
有
と
無
と
の
対
論
で
す
け

れ
ど
も
。
有
と
無
と
の
対
論
、
そ
の
も
の
の
関
係
が
お

こ
っ
て
く
る
、
も
う
一
つ
根
底
の
場
っ
て
い
う
も
の
が

あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
有
は
絶
対
的
な
有
っ
て
い
う
こ
と

が
主
張
さ
れ
て
く
る
し
、
無
が
絶
対
的
な
無
と
主
張
さ

れ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
、
有
と
無
と
の
対
論
の

中
に
も
う
ひ
と
つ
根
底
的
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
の
が
、
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
釈

迦
様
は
そ
れ
以
前
の
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
で
す
ね
、
ブ

ラ
フ
マ
、
梵
、
と
対
決
し
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。

そ
れ
と
対
決
し
な
が
ら
縁
起
と
い
う
思
想
を
出
し
て
く

る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
縁
起
と
い
う
一
つ
の

構
造
が
何
処
ま
で
も
無
の
中
に
含
め
こ
ん
で
し
ま
う
よ

う
な
強
力
な
論
理
も
で
て
く
る
し
、
ま
た
、
そ
れ
は
有

に
つ
い
て
も
い
え
る
。
だ
か
ら
、
有
と
無
と
た
だ
論
じ

て
い
る
だ
け
で
は
堂
々
巡
り
に
な
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ

が
あ
る
ん
で
ね
、
だ
か
ら
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
考

え
る
の
も
一
つ
の
道
で
は
無
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す

が
、
そ
の
二
つ
、
い
か
が
で
し
ょ
う
。

上
田 

老
子
の
場
合
に
は
、「
有
は
無
か
ら
生
ず
る
」
と
こ
う

は
っ
き
り
言
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
時
代
的
に
は
さ
が

る
と
し
て
も
、
一
つ
の
典
型
だ
と
思
い
ま
す
が
、
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
の
「
有
は
無
に
優
越
す
る
」
と
い
う
考
え
が
あ

り
ま
し
た
ね
。
両
方
と
も
つ
き
つ
め
た
非
常
に
は
っ
き

り
し
た
考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
も
う
一
つ
何

か
大
元
か
ら
見
よ
う
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
意
味
に

な
っ
て
く
る
の
か
。
大
元
か
ら
っ
て
い
う
と
、
今
の
ク

ザ
ー
ヌ
ス
の
例
で
す
と
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
こ
う
、
カ

ト
リ
ッ
ク
は
こ
う
、
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
だ
が
し
か
し
、
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み
ん
な
一
つ
の
神
を
拝
ん
で
る
の
だ
と
。
私
に
は
、
イ

ス
ラ
ム
の
人
が
ほ
ん
と
う
に
そ
う
思
え
る
か
と
い
う
問

題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
そ
う

考
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
こ
で
「
一
つ
の
神
」

と
い
う
の
を
出
し
た
ら
、
他
者
を
自
分
の
中
に
と
り
入

れ
組
み
入
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、

一
つ
の
神
を
出
さ
な
い
で
、
一
緒
に
い
る
ん
だ
と
い
う

実
感
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
神

を
超
え
る
仕
方
で―

―

そ
れ
は
自
分
の
神
に
よ
り
深
く

入
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す―

―
共
に
い
る
と
い
う
、
そ

れ
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
に
帰
す
る
と
思
い
ま
す
。

一
つ
の
神
を
拝
ん
で
い
る
と
い
う
言
い
方
だ
と
結
局
、

包
括
主
義
に
な
り
ま
す
ね
。
神
と
い
う
言
葉
も
限
定
さ

れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
や
は
り
、
黙
っ
て
一
緒
に
坐
れ

る
か
ど
う
か
に
具
体
的
な
決
め
手
を
見
た
い
と
思
い
ま

す
。
一
つ
の
神
と
い
う
こ
と
を
出
し
た
と
き
に
も
違
う

も
の
が
あ
る
、
そ
の
違
い
も
含
め
て
、
違
っ
た
も
の
が

一
緒
に
い
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
か
。
一
緒
に
い
る
こ

と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
、
結
局
、
戦
争
し

な
い
で
す
む
か
ど
う
か
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ど
ん
な

に
違
っ
て
も
親
し
く
一
緒
に
い
ら
れ
る
と
い
う
、
そ
の

可
能
性
の
問
題
で
す
。
と
こ
ろ
が
宗
教
に
は
、
歴
史
が

示
し
て
い
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
逆
に
動
い
て
い
く
可
能

性
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
や
は
り
、
一
つ
の
神
と

言
っ
た
と
き
に
、
そ
の
一
つ
の
神
が
あ
る
特
定
の
イ
メ

ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分

の
言
葉
と
か
自
分
の
属
す
る
伝
統
と
か
、
制
約
さ
れ
た

一
つ
の
言
葉
で
い
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
正
義
の
戦

争
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ま
し
た
。
言
わ
れ
ま
す
。
そ

の
時
の
正
義
は
、
所
謂
社
会
正
義
で
は
な
く
（「
公
正
」

と
い
う
社
会
正
義
は
あ
く
ま
で
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
）、
神
の
正
義
と
い
う
大
義
名
分
で
す
が
、

結
局
は
自
分
の
神
を
他
者
の
神
に
し
よ
う
と
す
る
、
そ

し
て
実
は
隠
れ
て
自
分
が
他
者
を
支
配
し
よ
う
と
す
る

と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

本
多 
上
田
先
生
の
提
出
さ
れ
た
原
稿
を
じ
っ
く
り
読
ま
せ
て

い
た
だ
い
て
で
す
ね
、
先
生
の
言
葉
で
す
け
ど
も
、
西
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谷
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
が
毛
穴
に
入
る
よ
う
な
、

ま
あ
そ
う
い
う
思
い
で
大
変
い
い
黙
想
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
こ
と
を
、
ま
ず
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。「
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
こ
の
時
間
帯

だ
け
で
す
ね
。
他
、
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
で
、
非
常

に
単
純
な
、
っ
て
い
う
か
重
い
テ
ー
マ
で
す
け
ど
、
単

純
に
二
つ
、
先
生
の
ご
見
解
を
お
伺
い
し
た
い
ん
で
す

が
。「
誕
生
と
突
破
」、
こ
れ
は
自
発
自
転
と
い
う
ふ
う

に
捉
え
て
も
よ
い
と
先
生
は
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
が
ひ
と
つ
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、「
離

脱
」。
こ
れ
は
四
〇
年
く
ら
い
前
に
、
ス
コ
ラ
か
ら
や

っ
と
逃
げ
出
し
て
読
ん
だ
の
が
、『
神
の
慰
め
の
書
』

で
し
た
。
そ
こ
で
離
脱
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
僕
に
と

っ
て
は
非
常
に
根
本
語
の
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す

が
、
こ
の
離
脱
へ
の
駿し
ゅ
ん
め馬
、
離
脱
へ
の
最
短
距
離
と
申

し
ま
す
か
ね
、
駿
馬
と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
メ
は
馬

で
す
け
ど
ね
、
こ
の
離
脱
へ
の
駿
馬
は
「
ラ
イ
デ
ン
」

（Leiden

）
と
い
う
の
か
、
そ
れ
と
も
「
苦
悩
」
と
訳
し

た
ら
い
い
の
か
、
苦
悩
で
あ
る
と
。
こ
れ
も
非
常
に
大

き
な
深
い
黙
想
の
テ
ー
マ
な
ん
で
す
が
、
簡
単
に
、
二

つ
の
駿
馬
は
苦
悩
で
あ
る
と
、
先
生
は
苦
悩
を
ど
う
い

う
ふ
う
に
捉
え
て
お
ら
れ
る
の
か
、
二
つ
、
お
聞
か
せ

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

上
田 

最
初
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
言
う
場
合
の
「
神
の
誕
生
」

と
、
そ
れ
か
ら
、「
神
性
の
無
へ
の
突
破
」、
そ
の
つ
な

が
り
と
い
う
か
そ
の
関
連
を
自
発
自
展
と
言
っ
て
も
い

い
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
神
経
験
の
自
発
自
展
と
言

っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
自
発
自
展
っ
て
い
う
言

葉
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
、
避
け
た
い
気
持
ち
が

あ
る
ん
で
す
。
自
発
自
展
と
言
う
と
、
言
葉
と
し
て
ス

ム
ー
ス
な
、
円
滑
な
、
連
続
的
な
展
開
の
よ
う
な
感
じ

が
し
ま
す
。
や
は
り
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
突
破
と
て
い
う

言
葉
で
言
う
と
き
の
、
神
を
突
破
す
る
、
そ
し
て
同
時

に
私
が
ま
た
神
か
ら
突
破
さ
れ
る
、
突
破
と
い
う
言
葉

を
強
調
し
て
使
っ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
何
か
そ
こ
に

神
と
合
一
と
い
う
だ
け
で
は
言
い
切
れ
な
い
も
の
が
あ

る
か
ら
で
し
ょ
う
。
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本
多 

誕
生
は
合
一
と
は
必
ず
し
も
一
緒
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
。

上
田 
一
緒
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
合
一
と
当
人
が
思
っ
て
し

ま
う
と
い
う
問
題
が
そ
こ
に
お
こ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。

「
神
が
魂
の
内
に
神
の
子
を
生
む
」
出
来
事
も
私
が
神

に
突
破
さ
れ
る
出
来
事
で
す
が
、
そ
こ
に
神
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
あ
る
、
神
の
子
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
、

私
が
神
の
子
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
そ
う

す
る
と
や
っ
ぱ
り
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
が
起
る
。
だ
か
ら
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
も
教
義
の
問
題

か
ら
し
て
言
う
と
い
う
よ
り
も
、
経
験
の
質
と
し
て
、

も
う
一
つ
「
突
破
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
最
短
の
道
と
し
て
の
ラ
イ
デ
ン
。

こ
れ
は
、『
神
の
慰
め
の
書
』
に
強
く
で
て
く
る
も
の

で
す
ね
。
ラ
イ
デ
ン
っ
て
言
う
言
葉
、
い
ろ
い
ろ
訳
さ

れ
る
と
思
う
ん
だ
け
ど
、
私
も
苦
悩
と
訳
し
ま
し
た
初

期
の
仏
教
に
お
け
る
、
こ
の
世
に
お
け
る
人
間
の
あ
り

方
と
し
て
の
「
苦
」、
そ
れ
も
ド
イ
ツ
語
で
言
う
と
ラ

イ
デ
ン
に
な
る
ん
で
す
ね
。

本
多 

そ
う
捉
え
て
い
い
で
す
ね
？

上
田 

い
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
世
に
存
在
し
、
生
存
す
る
と

い
う
こ
と
に
お
こ
っ
て
く
る
さ
ま
ざ
ま
な
挫
折
や
引
き

裂
か
れ
る
と
い
う
こ
と
、
西
田
の
言
う
悲
哀
な
ど
、
仏

教
は
、
四
苦
八
苦
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
。
こ
の
世

に
あ
る
と
い
う
こ
と
自
身
が
苦
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い

え
ば
、
私
た
ち
は
我
を
立
て
て
い
る
か
ら
と
。
立
て
ら

れ
た
我
と
、
こ
の
世
と
の
真
の
あ
り
方
と
の
間
に
ギ
ャ

ッ
プ
が
あ
る
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
引
き
受
け
ざ
る
を
え

な
い
、
そ
れ
が
苦
で
あ
る
と
。

本
多 

十
字
架
を
担
う
と
…
。

上
田 

そ
う
い
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
言
い
わ
け
で
す
。
た
だ
、

十
字
架
を
担
う
と
い
う
こ
と
ま
で
言
う
と
、
言
葉
は
切

実
に
な
り
ま
す
が
、
や
は
り
特
定
の
一
つ
の
形
に
な
る

か
ら
…
。

本
多 

四
苦
八
苦
と
…
。

上
田 
四
苦
八
苦
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
も
っ
と
も
っ
と
あ
る
ん

で
す
よ
。
無
限
に
、
一
〇
八
と
か
じ
ゃ
な
く
て
、
も
っ
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と
限
り
な
く
あ
る
。
と
に
か
く
、
す
べ
て
が
苦
で
あ
る

と
。
一
切
皆
苦
で
す
。

本
多 

そ
れ
が
離
脱
へ
の
、
駿
馬
で
あ
っ
た
と
、
そ
こ
が
問
題

と
い
う
か
、
大
切
な
ん
で
す
。
押
さ
え
る
言
葉
。

上
田 

苦
以
外
に
は
な
い
と
、
そ
こ
ま
で
は
っ
き
り
経
験
し
尽

す
と
い
う
か
、
徹
見
す
る
こ
と
、
…

本
多 

苦
に
と
ら
え
わ
れ
て
い
る
の
は
解
脱
じ
ゃ
な
い
で
す

ね
。

河
波 

仏
教
で
は
苦
で
は
な
く
て
、
苦
諦
っ
て
い
う
ん
で
す
ね
。

四
諦
で
し
ょ
。
苦
か
ら
脱
却
す
る
の
は
だ
め
な
ん
で
、

苦
と
悟
っ
た
と
き
に
悟
り
に
な
る
ん
で
す
ね
。

本
多 

苦
に
留
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
苦
と
共
に
悟
る
。

こ
れ
が
非
常
に
大
き
な
テ
ー
マ
だ
と
い
う
、
ま
あ
、
一

つ
は
ご
報
告
で
す
。

吉
田 

そ
れ
で
は
も
う
四
時
で
す
け
れ
ど
も
、
先
生
が
も
う
一

つ
く
ら
い
質
問
を
受
け
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ

て
い
ま
す
が
…
。
じ
ゃ
あ
、
西
村
先
生
。

西
村 

ど
う
も
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
な
ん
か

や
っ
ぱ
り
吉
田
さ
ん
の
質
問
を
見
て
い
る
と
、
や
っ

ぱ
り
無
と
い
う
と
こ
ろ
に
非
常
に
抵
抗
を
感
じ
て
、
何

か
有
と
無
と
の
対
比
み
た
い
な
こ
と
に
な
っ
て
き
そ
う

で
、
こ
れ
ま
た
今
回
も
窒
息
す
る
ぞ
と
思
っ
た
け
ど

（
笑
）。
つ
ま
り
、
有
と
無
と
い
う
と
比
較
っ
て
も
の
に

な
ら
な
い
わ
け
で
、
は
じ
め
か
ら
も
う
全
然
ど
う
し
よ

う
も
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
で
ま
あ
禅
宗
の
語
録

な
ん
か
で
も
ね
、
否
定
的
な
言
葉
と
い
う
よ
り
も
っ
と

肯
定
的
な
こ
と
が
で
て
き
て
い
る
ん
で
す
が
、
何
か
っ

て
い
う
と
、
無
門
関
の
無
っ
て
い
う
や
つ
が
で
て
き
て

い
た
り
、
そ
れ
が
絶
対
無
と
か
東
洋
的
無
と
か
、
し
ま

い
に
大
文
字
に
な
っ
て
き
ま
し
て
、
大
文
字
で
。
し
か

し
、
表
詮
と
遮
詮
と
あ
る
で
し
ょ
。
遮
詮
っ
て
い
う
の

は
遮
っ
て
詮
議
を
す
る
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
ネ
ガ
テ

ィ
ブ
に
表
現
す
る
。
し
か
し
、
表
詮
っ
て
い
う
表
の
詮

議
っ
て
い
う
の
も
重
要
だ
し
、
や
っ
ぱ
り
そ
ち
ら
の
ほ

う
を
も
っ
と
強
調
す
る
と
比
較
に
も
な
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
ん
で
す
。
た
と
え
ば
、
机
っ
て
な
ん
だ
と
い
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う
こ
と
を
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
机
を
ど
う
見
る
ん
だ
と
。

禅
で
は
こ
う
い
っ
て
い
る
ん
だ
っ
て
い
う
こ
と
が
そ
こ

で
で
て
き
て
、
議
論
と
し
て
は
も
う
ち
ょ
っ
と
面
白
く

な
る
か
な
っ
て
思
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
れ
で
、
仏
教
で

も
空
と
い
う
こ
と
が
や
か
ま
し
く
で
て
き
た
。
け
れ
ど
、

空
と
い
う
こ
と
は
存
在
の
本
質
が
縁
起
で
あ
る
こ
と
を

い
う
た
め
に
、
苦
っ
て
い
う
こ
と
を
持
っ
て
き
て
い
る

面
も
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
る
意
味
で
は
空
の
論
理
と
か

無
と
か
い
う
こ
と
は
、
存
在
を
も
っ
と
は
っ
き
り
さ
せ

る
た
め
に
だ
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
存
在

の
原
理
で
は
な
い
と
私
は
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
を
だ

か
ら
逆
に
い
う
と
、
私
な
ど
は
、
神
の
存
在
っ
て
な
ん

だ
と
い
う
こ
と
を
む
し
ろ
聞
き
た
い
ん
で
あ
っ
て
…
。

そ
う
い
う
点
、
議
論
の
場
面
を
も
う
ち
ょ
っ
と
ポ
ジ
テ

ィ
ブ
な
ほ
う
に
う
つ
す
と
、
人
間
っ
て
な
ん
だ
と
か
、

世
界
っ
て
な
ん
だ
っ
て
い
う
よ
う
に
な
っ
て
き
て
、
考

え
方
が
あ
ざ
や
か
に
違
っ
て
く
る
と
。
で
、
違
っ
て
き

て
い
い
と
私
は
常
々
申
し
て
い
ま
す
が
、
一
緒
に
さ
せ

よ
う
な
ん
て
毛
頭
夢
に
も
思
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、

自
分
が
知
ら
な
い
で
い
る
世
界
解
釈
と
い
う
も
の
を
知

り
た
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
す
。
こ
の
机
を
ど
う
み

る
か
っ
て
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
ほ
う

で
は
ど
う
見
て
お
ら
れ
る
の
か
な
と
思
う
。
す
い
ま
せ

ん
、
ヘ
ン
な
声
で
。

上
田 

疲
れ
す
ぎ
で
は
な
い
で
す
か
。（
笑
）

西
村 

ち
ょ
っ
と
カ
ラ
オ
ケ
を
歌
い
す
ぎ
ま
し
て
。（
笑
）

上
田 

や
っ
ぱ
り
疲
れ
方
が
違
う
ん
だ
な
。（
笑
）
今
、
西
村

さ
ん
が
言
わ
れ
た
こ
と
、
私
も
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
、

同
感
で
す
。
た
だ
、
西
村
さ
ん
に
聞
き
た
い
と
す
れ
ば

ね
、
こ
の
机
と
は
な
ん
で
す
か
と
聞
き
た
い
。
そ
れ
か

ら
、
さ
っ
き
言
お
う
と
思
っ
て
い
い
忘
れ
た
こ
と
が
あ

る
ん
で
す
。
禅
が
私
に
と
っ
て
独
特
な
も
の
と
思
わ
れ

る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
い
い
悪
い
じ
ゃ
な

く
て
、
好
み
と
い
っ
て
も
い
い
ん
で
す
が
。
た
と
え
ば

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
「
何
故
な
し
に
」
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
。「
何
故
な
し
に
生
き
る
」、「
何
故
な
し
に
」

は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言
葉
と
し
て
非
常
に
大
切
な
言
葉
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で
あ
り
、
ま
た
影
響
を
与
え
た
言
葉
で
す
ね
。
近
世
の

或
る
詩
人
の
言
葉
に
よ
く
知
ら
れ
た
「
バ
ラ
は
何
故
な

し
に
有
る
、
咲
く
が
故
に
咲
く
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
で
私
も
「
何
故
な
し
に
」
に
ほ
ん
と
に
同
感

は
し
ま
す
。
た
だ
、
私
が
知
っ
て
い
る
禅
だ
と
ち
ょ
っ

と
違
い
ま
す
。『
臨
済
録
』
に
あ
る
単
純
な
問
答
な
ん

で
す
け
れ
ど
も
、「
来
来
往
往
し
て
何
を
か
な
す
」
と

あ
る
人
が
二
人
の
お
坊
さ
ん
に
聞
い
た
ん
で
す
よ
、
あ

ち
こ
ち
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
何
を
し
て
い
る
ん
だ

と
。
そ
し
た
ら
そ
の
お
坊
さ
ん
の
答
、「
た
だ
徒
に
草

鞋
を
踏
破
す
」（
ぞ
う
り
を
す
り
減
ら
し
て
い
る
だ
け

だ
）
と
。
そ
れ
だ
け
の
問
答
で
す
。「
何
故
な
し
に
」

と
い
う
言
葉
と
あ
る
意
味
で
は
同
じ
こ
と
が
言
わ
れ
て

い
る
わ
け
で
す
が
（
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
だ
っ
た
ら
「
何
故

な
し
」
と
答
え
た
と
想
像
し
て
も
い
い
で
し
ょ
う
）、

言
う
言
葉
が
全
く
違
っ
て
い
ま
す
ね
。「
た
だ
徒
に
草

鞋
を
踏
破
す
」。
リ
ア
リ
テ
ィ
が
そ
の
ま
ま
出
さ
れ
て

い
ま
す
。
事
事
無
礙
の
事
が
端
的
に
、
そ
れ
も
事
と
い

う
言
葉
で
は
な
く
、
出
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。「
何
故
な

し
に
」
と
言
う
と
や
は
り
理
の
言
葉
の
性
格
が
残
っ
て

い
ま
す
。
禅
の
場
合
は
あ
っ
ち
こ
っ
ち
忙
し
く
し
て
て

も
何
を
し
て
る
っ
て
と
わ
け
で
も
な
い
と
、
そ
う
い
う

よ
う
に
も
言
わ
ず
に
、「
た
だ
徒
に
草
鞋
を
踏
破
す
」
と
。

こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
私
は
非
常
に
好
き
で
す
。

西
村 

そ
こ
に
は
全
然
否
定
的
な
意
味
が
は
い
っ
て
い
ま
せ
ん

わ
な
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
す
わ
。

上
田 

そ
う
い
っ
て
し
ま
う
と
ま
た
違
う
ん
で
す
。
違
う
と
私

が
言
う
の
は
お
か
し
い
ん
で
す
が
。「
た
だ
徒
に
草
鞋

を
踏
破
す
」、
こ
れ
は
問
い
に
対
す
る
徹
底
的
な
否
定

で
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
否
定
と
し
て
は
と
て
つ
も

な
い
否
定
で
す
。
し
か
し
否
定
と
い
う
形
も
姿
も
と
ら

ず
に
、
単
純
に
事
実
を
出
す
。
し
か
も
何
か
意
味
の
つ

い
て
い
る
事
実
で
は
な
い
。
ど
こ
へ
い
っ
て
な
に
し
て

き
た
と
か
、
何
を
し
に
南
山
宗
教
文
化
研
究
所
に
来
た

と
か
、
そ
う
い
う
意
味
の
つ
い
て
い
る
事
で
は
な
い
。

肯
定
と
言
え
ば
実
に
単
純
な
肯
定
で
す
。
だ
か
ら
西
村

さ
ん
の
言
う
よ
う
に
全
然
否
定
的
な
意
味
が
入
っ
て
い
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ま
せ
ん
。

西
村 
非
常
に
問
題
に
な
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
ご
ろ
は
、
自
分

っ
て
何
だ
と
。
も
う
ま
も
な
く
だ
ぞ
と
、
い
う
と
き
に

で
す
ね
、
や
っ
ぱ
り
解
釈
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
人
と
私

と
ま
っ
た
く
違
う
と
思
い
ま
す
よ
。
こ
れ
は
無
駄
と
か

無
駄
で
は
な
い
と
か
言
う
の
と
は
ち
が
い
ま
す
ね
。
そ

う
い
う
レ
ベ
ル
で
私
は
語
り
た
い
ん
で
す
よ
。

上
田 

だ
か
ら
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
違
う
っ
て
い
う
だ
け
で
は

な
く
て
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
…
。

西
村 

い
や
、
違
う
だ
ろ
う
な
、
と
思
っ
て
ま
す
よ
。

八
木 

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
だ
っ
て
い
ろ
い
ろ
あ
る
…
（
笑
）。

十
億
く
ら
い
い
る
か
ら
。

西
村 

ま
あ
…
。
こ
れ
以
上
い
う
と
惨
め
に
な
る
（
笑
）。

上
田 

そ
う
い
っ
て
ま
た
カ
ラ
オ
ケ
に
（
笑
）。

吉
田 

そ
れ
で
は
、
ど
う
も
上
田
先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。（
拍
手
）
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