
 

記
憶
の
な
か
の
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
は
、
こ
ざ
っ
ぱ
り
し
た
洋
風

の
庭
で
、
そ
の
日
は
夏
の
強
い
陽
射
し
が
庭
い
っ
ぱ
い
に
満
ち

て
建
物
の
白
い
壁
に
反
射
し
、
目
を
細
め
る
ほ
ど
眩
し
か
っ
た
。

以
来
、
仕
事
も
せ
ず
こ
の
会
の
末
席
に
た
だ
座
っ
て
き
た
だ

け
の
わ
た
し
が
、二
五
年
間
の
こ
の
会
の
活
動
を
﹁
回
顧
・
展
望
﹂

す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
お
こ
が
ま
し
い
。
昨
年
の
総
会
の
席

上
で
突
然
、
会
の
解
散
の
話
し
が
持
ち
上
が
り
、﹁
解
散
す
る
し

な
い
の
決
定
の
前
に
、
自
分
た
ち
が
や
っ
て
き
た
こ
と
の
総
括

を
す
べ
き
だ
﹂
な
ど
と
勢
い
余
っ
て
発
言
し
て
し
ま
っ
た
。
そ

の
手
前
、﹁
そ
の
総
括
や
っ
て
下
さ
い
﹂、
と
言
わ
れ
れ
ば
断
る

わ
け
に
も
い
か
ず
、
お
引
き
受
け
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
こ
で
、

わ
た
し
自
身
に
と
っ
て
本
学
会
と
の
関
わ
り
が
何
で
あ
っ
た
の

か
、
ま
た
こ
れ
か
ら
ど
う
あ
っ
て
欲
し
い
と
考
え
て
い
る
の
か

は
じ
め
に

本
学
会
第
一
回
学
術
大
会
に
つ
い
て
の
報
告
︵﹃
大
乗
禅
﹄　

N
o.711　

一
九
八
三
年
二
月
号
︶
を
八
木
誠
一
氏
︵
以
下
敬
称

は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
︶
が
書
い
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
第
一
回
の
大
会
総
会
に
お
い
て
滝
沢
克
己
と
八
木
洋
一
の

二
人
の
入
会
が
認
め
ら
れ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

滝
沢
克
己
は
第
一
回
大
会
の
講
演
者
と
し
て
招
か
れ
て
い
た
。

一
九
八
二
年
七
月
二
六
、二
七
、二
八
日
、
京
都
の
﹁
関
西
セ
ミ

ナ
ー
ハ
ウ
ス
﹂
だ
っ
た
。
記
憶
は
不
確
か
な
も
の
で
、
自
分
と

し
て
は
初
回
か
ら
出
席
し
て
い
た
と
い
う
思
い
は
な
く
、
二
回

目
あ
た
り
か
ら
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
初
回
か
ら
出
席
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
今
回
、
記
録
で
改
め
て
確
認
で
き
た
。

発
題
Ⅱ   

東
西
宗
教
交
流
学
会　

そ
の
二
十
五
年
の
回
顧
と
展
望

―
―

方
法
論
的
反
省
を
軸
に
し
て―
―

八
木
洋
一
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を
﹁
回
顧
と
展
望
﹂
と
し
て
率
直
に
述
べ
て
み
た
い
。
全
体
と

し
て
は
、
で
き
る
だ
け
上
空
遠
点
に
視
座
を
設
け
、
そ
こ
か
ら

本
学
会
の
二
五
年
間
と
、
そ
し
て
ま
た
﹁
こ
れ
か
ら
﹂
が
う
ま

く
鳥
瞰
で
き
た
ら
い
い
と
思
う
。

そ
こ
で
ま
ず
は
じ
め
に
、
こ
の
学
会
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の

共
通
の
関
心
事
で
あ
る
︿
人
間
存
在
﹀
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ

け
大
き
な
﹁
概
念
ネ
ッ
ト
﹂
で
命
題
と
し
て
図
式
化
し
て
お
く

こ
と
が
、
こ
こ
で
わ
た
し
の
言
い
た
い
こ
と
に
わ
た
し
自
身
が

迷
わ
な
い
た
め
に
も
、
ま
た
そ
れ
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に

も
必
要
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
、
そ
れ
を
提
示
し
て
お
き
た

い
。
す
な
わ
ち
、
人
間
存
在
は
、︿
自
然
﹀
的
／
︿
歴
史
・
文
化
﹀

的
／
︿
宗
教
﹀
的
契
機
か
ら
な
る
生
命
的
存
在
︵Sein

︶
で
あ
る
。

ま
さ
に
人
間
は
、
そ
の
よ
う
な
︿
存
在
﹀
と
し
て
︿
行
為
﹀
し
、

︿
思
惟
﹀
す
る
︵
ち
な
み
に
、﹁
／
﹂
は
否
定
媒
介
的
関
係
の
意

味
︶。
こ
の
概
念
図
全
体
は
、
円
環
的
連
関
を
成
す
。
わ
れ
わ
れ

の
ど
ん
な
議
論
も
こ
の
﹁
概
念
ネ
ッ
ト
﹂︵
命
題
︶
の
中
に
あ
る

は
ず
だ
。
こ
の
図
で
み
る
と
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
相
互
理

解
を
図
る
こ
と
を
旨
と
す
る
本
学
会
の
成
り
立
つ
場
所
︵
根
拠
︶

は
、
人
間
が
︿
自
然
﹀
的
／
︿
歴
史
・
文
化
﹀
的
存
在
で
あ
り

つ
つ
、
何
よ
り
も
︿
宗
教
﹀
的
︿
存
在
﹀
と
し
て
、︿
思
惟
﹀
し
、

言
葉
を
語
る
こ
と
も
含
め
て
︿
行
為
﹀
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に

あ
る
は
ず
だ
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、﹁
キ
リ
ス
ト
教
こ
そ
が

唯
一
絶
対
の
宗
教
で
あ
る
﹂
と
考
え
、
ま
た
そ
う
語
り
、
そ
う

行
為
す
る
人
︵
た
ち
︶
が
い
る
と
す
れ
ば
︵
実
際
い
る
の
だ
が
︶、

そ
の
主
張
を
含
む
そ
の
人
︵
た
ち
︶
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
、

こ
の
﹁
概
念
ネ
ッ
ト
﹂
図
全
体
に
関
わ
る
事
柄
と
し
て
﹁
問
題
﹂

化
す
る
は
ず
だ
。

さ
て
、
こ
の
場
合
の
︿
宗
教
﹀
的
契
機
の
構
制
は
ど
う
な
っ

て
い
る
か
に
関
し
て
も
う
一
つ
基
本
的
な
こ
と
を
確
認
し
て
お

き
た
い
。
例
え
ば
、﹁
キ
リ
ス
ト
教
﹂
が
現
に
︿
宗
教
﹀
と
し
て

存
在
す
る
、
そ
の
証
拠
は
何
か
を
示
せ
、
と
言
わ
れ
た
ら
、
わ

れ
わ
れ
は
何
を
そ
の
証
拠
と
し
て
あ
げ
る
だ
ろ
う
か
。
次
の
証

拠
を
あ
げ
れ
ば
充
分
だ
ろ
う
。︵
１
︶
信
者
︵
個
人
︶
と
そ
の
集

ま
り
︵
教
会
︶、︵
２
︶
そ
の
︿
宗
教
﹀
的
行
・
実
践
、︵
３
︶
聖

書
︵
言
説
︶、︵
４
︶
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
、︿
直
接
経
験
﹀
の

︿
証
覚
﹀
を
証
拠
に
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
最
後
の
︿
証
覚
﹀

が
、︵
１
︶︵
２
︶︵
３
︶
の
そ
れ
ぞ
れ
と
そ
の
連
関
を
根
拠
づ
け

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
全
連
関
は
、︵
１
︶︿
証
覚
﹀
に
基
づ
く



 

人
︵
個
人
︶
の
あ
り
方
お
よ
び
そ
の
人
び
と
の
集
ま
り
︵
教
会
・

教
団
︶
と
し
て
、︵
２
︶︿
証
覚
﹀
の
実
現
と
し
て
の
行
・
実
践

と
し
て
、ま
た
︵
３
︶︿
証
覚
﹀
の
言
語
表
現
と
し
て
の
聖
書
︵
言

説
︶
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
構
制
は
、

仏
教
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
人
間
存
在
の

﹁
概
念
ネ
ッ
ト
﹂
図
全
体
の
中
に
︿
宗
教
﹀
的
契
機
は
こ
の
よ
う

な
構
制
と
し
て
位
置
を
し
め
る
。︿
宗
教
﹀
的
契
機
は
、
人
間
存

在
が
︿
直
接
経
験
﹀
の
︿
証
覚
﹀
に
お
い
て
そ
の
根
源
的
あ
り

方
を
露
に
す
る
契
機
で
あ
る
。　

学
会
発
足
の
経
緯―

―

一
九
八
〇
年
代―
―

さ
て
、
本
学
会
が
発
足
す
る
に
到
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、

上
記
の
報
告
に
あ
る
﹁
東
西
宗
教
交
流
学
会
に
つ
い
て
﹂
を
読

む
と
そ
の
概
略
が
わ
か
る
。
ま
ず
注
目
し
て
お
き
た
い
の
こ
と

の
一
つ
は
、本
学
会
が
ア
メ
リ
カ︵
当
時
事
務
局
は
ハ
ワ
イ
大
学
︶

に
設
置
さ
れ
たEast-W

est Religions Project

のJapan C
hapter

︵
日
本
支
部
︶
と
し
て
出
発
し
た
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、

そ
れ
が
八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
い
う
︿
歴
史
﹀
情

況
と
し
て
の
意
味
だ
。
本
学
会
が
大
き
な
︿
歴
史
・
文
化
﹀
的

情
況
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、﹁
回
顧
と
展
望
﹂
に
欠
か
せ

な
い
視
点
の
は
ず
だ
。
会
の
発
足
の
経
緯
と
そ
の
情
況
に
つ
い

て
の
き
ち
ん
と
し
た
認
識
は
、﹁
概
念
ネ
ッ
ト
﹂
図
か
ら
も
推
測

で
き
る
よ
う
に
、︿
事
柄
﹀
の
全
体
に
関
わ
る
と
て
も
大
切
な
点

だ
と
わ
た
し
に
は
思
え
る
の
で
、
二
三
の
こ
と
に
限
っ
て
論
及

し
て
み
た
い
。

第
一
の
点
だ
が
、
こ
れ
は
、
本
学
会
が
ア
メ
リ
カ
で
の
異
宗

教
間
交
流
の
大
き
な
う
ね
り
の
い
わ
ば
余
波
と
し
て
設
立
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。︿
こ
と
﹀
を
自
分
た
ち
が
自
ら
起
こ
す

と
い
う
実
践
の
力
が
、
内
発
的
で
は
な
く
、
ど
こ
か
外
か
ら
の

力
に
押
さ
れ
る
仕
方
で︿
こ
と
﹀が
は
じ
ま
っ
た
と
い
え
そ
う
だ
。

そ
う
考
え
る
と
、
そ
の
限
り
で
は
同
じ
よ
う
に
何
ら
か
の
外
か

ら
の
力
が
働
け
ば
簡
単
に
︿
こ
と
﹀
を
止
め
る
こ
と
も
で
き
る

は
ず
だ
。︿
こ
と
﹀
を
支
え
る
内
発
力
が
な
い
か
ら
だ
。

と
言
っ
て
、﹁
こ
こ
で
も
﹂
ア
メ
リ
カ
か
ら
言
わ
れ
、
強
制
さ

れ
て
こ
の
会
を
立
ち
上
げ
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
ら
、

そ
こ
に
は
﹁
こ
と
﹂
に
応
じ
た
こ
ち
ら
に
も
、
世
界
の
大
き
な

動
き
に
共
鳴
す
る
条
件
が
気
運
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
充
分
備

わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
実
際
そ
う
な
の
だ
。
こ
の
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点
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
が
、
そ
れ
が
何
か
を
的
確
に
つ
か

ま
え
る
こ
と
が
、
本
学
会
の
﹁
回
顧
と
展
望
﹂
の
た
め
に
は
重

要
な
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。

異
宗
教
間
交
流
の
観
点
か
ら
一
九
八
〇
年
代
が
ど
の
よ
う
な

年
代
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
ト
ー
マ
ス
・
デ

ィ
ー
ン
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る1

。
彼
は
異
文
化
間
の
宗
教

哲
学
の
新
し
い
展
開
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、
彼
に
よ

る
と
、
五
〇
年
代
に
パ
イ
オ
ニ
ア
の
種
が
播
か
れ
、
六
〇
年
代

に
耕
さ
れ
、
七
〇
年
代
に
花
を
つ
け
、
八
〇
年
代
は
と
い
え
ば
、

実
が
熟
し
た
年
代
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
学
会
は
そ
ん
な

時
代
の
世
界
の
動
き
の
中
で
、
そ
の
動
き
に
応
え
る
よ
う
に
設

立
さ
れ
た
と
理
解
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
戦
後
の
異
︿
宗
教
﹀
間
の
動
き
が
、
戦

前
戦
後
の
世
界
の
大
き
な
︿
歴
史
・
文
化
﹀
的
展
開
に
影
響
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
の
だ
が
、
そ
の
影

響
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
現
在
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
り
つ
つ
あ
る
の
か
の
解
明
は
、﹁
概
念
ネ
ッ
ト
﹂
図

か
ら
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
本
学
会
に
課
さ
れ
て
い
る
課
題

で
も
あ
る
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、
本
学
会
の
二
五
年
を
﹁
回
顧
と

展
望
﹂
と
い
う
仕
方
で
自
己
検
証
・
自
己
評
価
し
よ
う
と
す
る

と
き
、︿
宗
教
﹀
と
し
て
の
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
︿
交
流
﹀
の

現
在
的
意
味
が
、
わ
れ
わ
れ
の
︿
ラ
イ
フ
﹀
が
そ
の
中
で
成
り

立
つ
現
在
の
世
界
が
お
か
れ
て
い
る
、﹁
自
然
的
／
歴
史
・
文
化

的
／
宗
教
的
﹂
情
況
全
体
と
の
関
連
で
問
わ
れ
、
ま
た
捉
え
ら

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
極
め
て
大
切
な
面
が
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
。﹁
お
前
た
ち
は
こ
の
情
況
の
中
で
東
西
宗
教
の
︿
交

流
﹀
を
何
だ
と
考
え
、そ
れ
を
ど
う
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
﹂、

そ
う
い
う
問
い
の
前
に
わ
れ
わ
れ
は
い
る
は
ず
だ
。
そ
し
て
こ

の
問
い
が
、
わ
れ
わ
れ
を
後
述
す
る
よ
う
な
﹁
方
法
論
的
反
省
﹂

へ
と
向
か
わ
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
会
に
何
か
充

分
で
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
す
る
と
、
実
は
こ
の
﹁
方
法
論

的
反
省
﹂
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
わ
た
し
の
指
摘
し
た

い
こ
と
の
一
つ
は
こ
の
点
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
近
現
代
の
人
間
世
界
の
特
徴
を
言
い
表
わ
す
言

葉
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
だ
ろ
う
が
、
一
つ
選
べ
と
言
わ
れ
れ
ば
、

わ
た
し
は
躊
躇
な
く
︿
資
本
﹀
主
義
と
い
う
言
葉
を
選
ぶ
だ
ろ

う
。
た
だ
そ
の
場
合
こ
の
言
葉
を
、
単
な
る
政
治
経
済
用
語
と

し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
を
含
む
近
現
代
の
人
間
と
そ
の
世
界
の



 

あ
り
方
全
体
を
包
括
す
る
よ
う
な
言
葉
と
し
て
用
い
た
い
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
︿
資
本
﹀
主
義
と
い
う
言
葉
は
、
そ
れ
を
可

能
に
す
る
近
現
代
の
特
異
な
︿
知
と
実
践
﹀
と
し
て
の
︿
科
学
﹀

及
び
︿
技
術
﹀
を
も
包
含
す
る
。
こ
れ
は
、
古
代
中
世
の
人
間

世
界
を
︿
神
﹀
主
義
と
で
も
い
え
ば
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
う
一

つ
別
の
特
異
な
人
間
世
界
の
言
い
表
わ
し
で
あ
る
。︿
資
本
﹀が
、

以
前
の
︿
神
﹀
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
と
い
え
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の

い
わ
ゆ
る
﹁
神
の
死
﹂
の
宣
告
は
、
実
は
︿
神
﹀
主
義
の
死
の

宣
告
の
意
味
で
あ
り
、︿
無
神
﹀
主
義
と
し
て
完
成
し
つ
つ
あ
っ

た
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
︿
資
本
﹀
主
義
の
宣
言
を
意
味
し

た
の
だ
。
こ
の
場
合
の
︿
神
﹀
と
︿
資
本
﹀
は
い
ず
れ
も
、
人

間
世
界
が
そ
れ
と
し
て
成
り
立
つ
と
き
、︿
人
と
人
﹀、︿
人
と
モ

ノ
﹀
を
繋
ぐ
働
き
、
そ
れ
自
体
︿
人
﹀
で
も
な
い
︿
モ
ノ
﹀
で

も
な
い
第
三
の
媒
介
者
と
し
て
の
︿
現
実
性
＝actuality
﹀
で

あ
り
、
し
て
が
っ
て
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
︿
作
用

す
る
﹀。︿
神
﹀
主
義
か
ら
︿
資
本
﹀
主
義
へ
の
人
間
世
界
の
転

換
は
、
世
界
を
成
り
立
た
せ
る
媒
介
が
︿
神
﹀
か
ら
︿
資
本
﹀

へ
移
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
ト
マ
ス
のSum

m
a Theologica 

か

ら
マ
ル
ク
ス
のD

as K
apital

へ
の
転
換
は
、
こ
の
人
間
世
界
の

大
転
換
を
意
味
し
て
い
る
。
確
か
、
Ｅ
・
ト
レ
ル
チ
だ
っ
た
と

思
う
が2

、
救
済
︿
制
度
﹀︵A

nstalt

︶ 

と
し
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
に
と
っ
て
イ
エ
ス
の
救
済
の
業
績
は
、﹁
救
済
財
﹂
と
し
て

K
apital

で
あ
る
と
捉
え
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、

大
転
換
の
後
で
な
け
れ
ば
不
可
能
な
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
事
態
を
人
間
存
在
の
﹁
概
念
ネ
ッ
ト
﹂
図
で
説
明
し
て

み
る
と
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
︿
神
﹀
主
義
が
建
て
ら

れ
て
い
た
︿
宗
教
﹀
的
契
機
の
結
び
目
が
し
だ
い
に
解
け
て
な

く
な
る
。
こ
れ
が
ど
う
し
て
起
こ
り
、
ど
う
い
う
意
味
な
の
か

は
と
て
つ
も
な
く
大
き
な
課
題
だ
が
、
こ
こ
で
は
、﹁
宗
教
象
徴

のrelevance

及
び
直
接
経
験
の
喪
失
﹂
だ
と
言
っ
て
お
く
。
結

び
目
が
解
け
て
空
白
に
な
っ
た
︿
宗
教
﹀
的
契
機
︵︿
神
﹀︶
に

代
わ
っ
て
、︿
歴
史
・
文
化
﹀
的
契
機
の
中
か
ら
経
済
原
理
と
し

て
の
︿
資
本
﹀
が
媒
介
者
と
し
て
排
他
的
に
選
択
さ
れ
、
そ
の

空
白
を
埋
め
る
、
そ
う
い
う
事
態
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
わ
れ

わ
れ
は
こ
の
事
態
を
︿
世
俗
化
﹀
と
呼
ん
で
い
る
。
世
俗
化
と

し
て
実
現
す
る
︿
資
本
﹀
主
義
の
世
界
と
そ
の
︿
知
と
実
践
﹀

の
あ
り
方
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
、︿
資
本
﹀
主
義
が
、︿
歴
史
・
文
化
的
﹀
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事
象
と
し
て
西
欧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
起
こ
っ
た
の
か
と
い
う
大
き

な
問
い
は
、︿
資
本
﹀
主
義
と
し
て
の
︿
世
俗
化
﹀
が
な
ぜ
西
欧

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
起
こ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
で
も
あ
る
。
人
間

存
在
の
﹁︿
自
然
﹀
的
／
︿
歴
史
・
文
化
﹀
的
／
︿
宗
教
﹀
的
﹂

概
念
図
か
ら
こ
れ
を
ど
う
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。わ
れ
わ
れ
の
こ
こ
で
の
関
心
に
即
し
て
こ
の
問
い
は
、な
ぜ
、

︿
資
本
﹀
主
義
が
︿
神
﹀
主
義
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
の
か
、
つ
ま

り
、人
間
存
在
の
︿
宗
教
﹀
的
契
機
の
解
体
と
し
て
の
︿
世
俗
化
﹀

が
、︿
資
本
﹀
主
義
と
し
て
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
か
、
そ
う
問
い
直

し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
た
い
す
る
Ｍ
・
ヴ
ェ
ー
バ

ー
の
謎
と
き
は3

、
依
然
と
し
て
あ
る
決
定
的
な
点
に
お
い
て
説

得
力
が
あ
る
よ
う
に
わ
た
し
に
は
思
え
る
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、﹁
救
い
の
確
証
﹂︵certitudo salutis

︶
と
い

う
こ
と
を
問
題
に
し
た
。
こ
の
﹁
救
い
の
確
証
﹂
と
い
う
概
念

を
こ
こ
で
は
﹁
直
接
経
験
﹂
と
読
み
換
え
て
み
る
。
す
る
と
こ

こ
で
の
問
題
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
あ
る
教
説
︵
二

重
予
定
説
を
説
く
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
︶
が
、﹁
救
い
の
確
証
﹂︵
直

接
経
験
︶
を
喚
起
す
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
、
そ
れ
を
自
ら
の
︿
業

績
﹀
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
救
い
を
い
わ
ば
客
観
的
に
確
か
め
ず

に
は
お
け
な
い
よ
う
に
人
び
と
に
作
用
し
た
の
だ
と
い
う
点
で

あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
意
味
で
の
徹
底
し
た
︿
業
績
﹀
主
義

の
エ
ー
ト
ス
︵
世
界
内
禁
欲
主
義
的
経
済
倫
理
︶
の
形
成
を
可

能
に
し
、
そ
の
エ
ー
ト
ス
が
、
市
場
か
ら
貨
幣
を
禁
欲
的
に
引

き
上
げ
、
そ
の
よ
う
に
﹁
排
除
さ
れ
た
貨
幣
﹂
を
︿
資
本
﹀
と

し
て
蓄
積
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
ま
た
こ
の
実
に
特
異
な

︿
資
本
﹀
と
い
う
︿
力
＝
も
の
﹀
の
あ
り
方
を
︿
神
﹀
に
代
わ
る

媒
体
と
し
て
実
現
し
た
。
救
済
制
度
と
し
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
は
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
の
死
に
よ
る
救
済
︵
贖
罪
︶
を
救
済

財
︵K

apital

︶
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
救
済
制
度
で

あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
イ
エ
ス
の
身
体
︵
存
在
︶
は
、﹁
救
済
市

場
﹂︵
そ
こ
で
は
救
済
の
需
要
・
供
給
関
係
が
成
り
立
つ
︶
に
あ

る
す
べ
て
の
身
体
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
、
排
除
さ
れ
、
聖
別
さ

れ
た
も
の
と
し
て
は
じ
め
て
救
済
財
︵K

apital

︶
と
し
て
の
モ

ー
ド
で
あ
り
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、﹁
商
品
市
場
﹂
か
ら
特

別
に
引
き
上
げ
ら
れ
、排
除
さ
れ
た
貨
幣
と
し
て
は
じ
め
て
︿
資

本
﹀
の
モ
ー
ド
で
あ
り
え
る
構
造
と
パ
ラ
レ
ル
な
現
象
な
の
だ
。

こ
こ
で
確
認
し
た
い
こ
と
が
二
つ
あ
る
。
ま
ず
︿
資
本
﹀
主

義
そ
の
も
の
が
、
人
間
存
在
の
︿
宗
教
﹀
的
契
機
の
喪
失
と
し



 

て
、
ま
た
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
そ
の
喪
失
が
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
か
と

い
え
ば
、
直
接
経
験
の
自
覚
的
表
現
と
し
て
の
伝
統
的
な
宗
教

象
徴
全
体
が
、
人
び
と
に
直
接
経
験
を
喚
起
し
、
支
え
、
担
う

力
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
を
こ
こ
で
は
、﹁
宗
教
象
徴

のrelevance

の
喪
失
﹂
と
呼
ん
で
お
く
。
こ
の
二
つ
は
同
じ
こ

と
の
両
面
だ
が
、
こ
の
事
態
を
ど
う
捉
え
、
こ
れ
に
ど
う
対
処

す
る
の
か
、
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
に
課
さ
れ
た
最
も
根
本
的
で

最
大
の
課
題
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
こ
の
課
題
と
わ
れ
わ
れ
の

学
会
の
営
み
と
が
無
関
係
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
も
仏
教
も
、
人
間
存
在
に
お
け
る
失
わ
れ
た

︿
宗
教
﹀
的
契
機
の
恢
復
と
そ
の
た
め
のrelevant
な
宗
教
象

徴
の
創
造
と
い
う
共
通
の
課
題
を
担
っ
て
い
る
の
だ
と
言
え

る
。
そ
の
た
め
に
は
東
西
の
世
界
宗
教
が
相
互
理
解
︵
交
流
＝

com
m

unication

︶
を
通
し
て
、両
宗
教
に
通
じ
る
﹁
共
通
の
︿
基

盤
﹀﹂︵
直
接
経
験
と
そ
の
証
覚
＝
自
覚
︶
を
闡
明
に
す
る
こ
と

が
ど
う
し
て
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
だ
単
に
キ

リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
﹁
自
己
変
革
﹂
の
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

ま
し
て
や
、
全
体
と
し
て
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
伝
統
的
宗
教
の

﹁
勢
力
拡
張
﹂
の
た
め
で
は
な
い
は
ず
だ
。︿
宗
教
﹀
と
し
て
の

キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
に
自
己
変
革
が
必
要
な
の
は
、︿
宗
教
﹀
が

そ
れ
と
し
て
成
り
立
つ
﹁
共
通
の
︿
基
盤
﹀﹂
が
明
ら
か
に
な
り
、

そ
の
︿
基
盤
﹀
か
ら
、
そ
の
上
に
、
こ
の
錯
乱
し
た
人
間
存
在

の
情
況
全
体
が
根
本
か
ら
建
て
直
さ
れ
る
、
そ
の
た
め
に
働
く

こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
の

か
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
人
間
存
在
の
見
失
わ
れ
た
︿
宗
教
﹀

的
次
元
と
し
て
の
契
機
︵
直
接
経
験
︶
の
恢
復
、
そ
れ
を
促
す

こ
と
の
で
き
るrelevant

な
宗
教
象
徴
の
創
造
が
ど
う
し
て
も

不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
た
し
の
考
え
る
﹁
宗
教
象
徴

の
創
造
﹂
と
は
、﹁
わ
れ
わ
れ
は
、
ど
う
す
れ
ば
直
接
経
験
へ
帰

れ
る
か
﹂
と
い
う
意
味
で
の
技
術
的
方
法
論
の
創
造
を
も
含
意

し
て
い
る
。

︿
資
本
﹀
主
義
は
、
近
現
代
の
︿
国
家
﹀
主
義
と
結
び
つ
き
、

人
類
に
二
回
の
大
戦
を
経
験
さ
せ
、
つ
い
に
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ

ツ
・
広
島
・
長
崎
の
︵
非
︶
人
間
的
な
悲
惨
を
も
た
ら
し
た
。

こ
の
悲
惨
を
も
た
ら
し
た
﹁
人
間
の
条
件
﹂
は
、
今
で
も
全
く

変
わ
っ
て
い
な
い
。
再
び
想
像
を
絶
す
る
惨
事
が
地
球
上
に
い

つ
起
こ
っ
て
も
不
思
議
は
で
な
い
。
戦
後
の
東
西
冷
戦
構
造
は
、
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一
九
八
九
年
に
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
崩
壊
し
、
九
〇
年
代
に
入
っ

て
ソ
連
の
解
体
と
と
も
に
終
わ
る
。
そ
の
間
、︿
資
本
﹀
主
義
の

高
度
化
は
確
実
に
進
ん
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ぶ
。
本
学
会
が
設
立
さ
れ
た
八
〇
年
代
に
な

っ
て
使
わ
れ
始
め
た
用
語
だ
が
、
異
宗
教
間
の
対
話
・
交
流
が
、

世
界
的
な
大
き
な
う
ね
り
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
世
俗
化
を
本

質
と
す
る
︿
資
本
﹀
主
義
が
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う

新
た
な
段
階
に
入
っ
た
と
い
う
︿
歴
史
﹀
情
況
が
あ
っ
た
の
だ
。

そ
の
延
長
線
上
に
世
界
を
震
撼
さ
せ
た
二
〇
〇
一
年
九
月
十
一

日
が
あ
り
、
そ
の
後
も
世
界
は
止
む
こ
と
な
く
動
き
続
け
て
い

る
。
破
滅
へ
だ
ろ
う
か
、
新
し
い
創
造
へ
だ
ろ
う
か
。

前
置
き
が
長
く
な
り
過
ぎ
た
よ
う
だ
が
、
わ
た
し
の
﹁
回
顧

と
展
望
﹂
で
言
い
た
い
こ
と
の
骨
子
は
提
示
で
き
て
い
る
よ
う

に
思
う
。
三
つ
ほ
ど
あ
る
。
一
つ
は
、世
俗
化
と
し
て
の︿
資
本
﹀

主
義
と
そ
の
︿
知
と
実
践
︵
技
︶﹀。
も
う
一
つ
は
、
宗
教
象
徴

のrelevance

の
喪
失
と
恢
復
と
い
う
こ
と
。
三
つ
め
は
、
異
宗

教
間
交
流(com

m
unication)

の
方
法
論
的
反
省
と
い
う
こ
と
。

こ
の
三
つ
は
、
互
い
に
複
雑
に
絡
み
あ
っ
て
い
る
。

方
法
論
的
反
省

方
法
論
的
な
問
い
は
、﹁
誰
が
、
何
を
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
な

ぜ
、
何
の
た
め
に
、
何
を
根
拠
に
、
ど
う
や
っ
て
﹂
な
ど
と
い

う
問
い
を
巡
っ
て
起
て
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
場
合
、

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
︿
交
流
﹀
な
の
だ
が
、
本
学
会
の
メ
ン

バ
ー
は
誰
か
、な
ぜ
︿
交
流
﹀
す
る
の
か
、い
つ
ど
こ
で
︿
交
流
﹀

す
る
の
か
、
何
の
た
め
に
︿
交
流
﹀
す
る
の
か
、
何
に
基
づ
い

て
︿
交
流
﹀
す
る
の
か
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
問
い
に
充
分
に
答

え
て
い
く
た
め
に
は
ど
う
や
っ
た
ら
い
い
の
か
、
な
ど
と
い
う

反
省
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
解
散
話
が
出
て
、

﹁
回
顧
と
展
望
﹂︵
総
括
︶
が
避
け
ら
れ
な
い
本
学
会
の
現
状
は
、

わ
れ
わ
れ
に
い
ま
ま
さ
に
こ
の
方
法
論
的
な
問
い
が
突
き
付
け

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
と
ポ
ー
ル
・
Ｆ
・
ニ
ッ
タ
ー
が
編
集
し
た
、

The M
yth of Christian U

niqueness: Tow
ard a Pluralistic Theo

logy of Religions

︵1987

︶、 

邦
訳
﹃
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
を

超
え
て
﹄︵
春
秋
社　

一
九
九
三
年
︶
と
い
う
本
が
あ
る4

。
編
者

を
含
め
て
十
二
人
︵
八
木
誠
一
は
そ
の
一
人
で
共
訳
者
で
も
あ



 

る
︶
に
よ
る
論
考
か
ら
で
き
て
い
る
こ
の
本
に
は
、
異
宗
教
間

の
対
話
に
関
し
て
の
方
法
論
的
反
省
が
か
な
り
は
っ
き
り
出
て

い
る
の
で
わ
れ
わ
れ
の
反
省
の
参
考
に
な
る
。
ま
ず
ど
ん
な
人

が
こ
こ
に
集
ま
っ
た
の
か
。
キ
リ
ス
ト
教
の
他
宗
教
に
対
す
る

所
謂
排
他
主
義
的
お
よ
び
包
括
主
義
的
二
つ
の
立
場
を
超
え
出

て
、
新
し
い
開
か
れ
た
多
元
主
義
的
立
場
を
模
索
す
る
神
学
者

た
ち
で
あ
る
。
二
つ
の
古
い
立
場
か
ら
こ
の
新
し
い
立
場
へ
渡

る
こ
と
を
彼
ら
は﹁
神
学
的
ル
ビ
コ
ン
渡
河
﹂と
呼
ぶ
。
彼
ら
は
、

こ
の
﹁
渡
河
﹂
が
異
宗
教
間
の
真
の
交
流
を
可
能
に
す
る
と
い

う
点
で
一
致
し
て
い
る
。
編
者
の
一
人
、
ポ
ー
ル
・
Ｆ
・
ニ
ッ

タ
ー
は
序
文
で
参
集
者
の
﹁
渡
河
﹂
に
は
三
つ
の
渡
り
方
︵
橋
︶

が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
の
な
か
に
は
、
な
ぜ
、

な
ん
の
た
め
に
、
ま
た
何
に
基
づ
い
て
異
宗
教
間
の
交
流
が
必

要
で
あ
り
、
か
つ
可
能
な
の
か
に
関
し
て
三
様
の
考
え
方
が
あ

る
と
い
う
。︵
１
︶
歴
史
的
・
文
化
的
な
橋―

―

相
対
性　
︵
２
︶

神
学
的
・
神
秘
的
な
橋—

神
秘　
︵
３
︶
倫
理
的
・
実
践
的
な
橋

―
―

正
義
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。︵
１
︶
は
﹁
宗
教
の
形
﹂

に
関
し
て
の
方
法
論
的
反
省
で
あ
る
。近
代
の
歴
史
意
識
は
、︿
宗

教
﹀
を
︿
歴
史
・
文
化
﹀
的
形
と
し
て
見
る
限
り
、い
か
な
る
︿
宗

教
﹀
の
﹁
絶
対
性
﹂
を
も
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
歴

史
批
判
的
意
識
は
、
そ
の
意
味
で
の
異
宗
教
間
の
交
流
に
必
要

な
前
提
条
件
を
整
え
た
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
た
ち

の
﹁
宗
教
の
形
﹂
こ
そ
が
﹁
唯
一
﹂、﹁
最
高
﹂、﹁
絶
対
﹂
で
あ

る
と
い
う
主
張
は
、そ
れ
が
︿
他
者
﹀
の
存
在
を
認
め
な
い
以
上
、

︿
他
者
﹀
と
の
本
来
の
︿
交
流
﹀
を
成
り
立
た
せ
な
い
か
ら
で
あ

る
。︵
２
︶
は
﹁
宗
教
の
本
質
﹂
に
関
す
る
方
法
論
的
反
省
で
あ

る
。
方
法
論
は
本
質
論
を
包
含
す
る
。
神
秘
︵
直
接
経
験
︶
は
、

あ
ら
ゆ
る
分
節
化
︵
さ
れ
た
形
︶
以
前
のactuality

で
あ
っ
て
、

従
っ
て
、
そ
れ
を
実
現
す
る
︵actualize

︶﹁
働
き
と
力
﹂︵A

ct

︶

―
―

宗
教
の
本
質―

―

は
、
ど
こ
ま
で
も
創
造
的
・
多
元
的
な

の
で
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
︿
自
己
内
対
話
﹀
と
し
て
で
あ
っ

て
も
、
異
宗
教
間
の
交
流
︵
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
︶
と
し
て
、

ま
た
交
流
に
お
い
て
、
ま
た
そ
れ
を
通
し
て
、
異
宗
教
間
に
﹁
共

通
す
る
基
盤
﹂︵A

ct—

宗
教
の
本
質
︶
が
言
語
表
現
︵
宗
教
象

徴
︶
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
す
れ
ば
︵
交
流
の
目
標
︶、
異
宗
教
間

の
︿
交
流
﹀
そ
れ
自
体
が
、
こ
の
﹁
働
き
と
力
﹂
の
実
現
︵9 = 

realization
︶で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。︵
３
︶は﹁
宗
教
の
実
践
﹂

に
関
す
る
方
法
論
反
省
で
あ
る
。
真
の
︿
交
流
﹀
は
多
元
主
義
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的
宗
教
観
を
要
請
す
る
が
、
そ
の
要
請
が
現
実
の
問
題
解
決
の

た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
［
例
え
ば
、
宗
教
に
起
因
す
る
社
会

的
差
別
や
不
平
等
を
是
正
す
る
た
め
の
異
宗
教
間
の
対
話
。
ま

た
、
ポ
ー
ル
・
ニ
ッ
タ
ー
が
﹁
経
済
的
政
治
的
解
放
、
特
に
核

か
ら
の
解
放
は
、
一
つ
の
国
家
、
文
化
、
宗
教
に
と
っ
て
は
あ

ま
り
に
も
大
き
す
ぎ
る
課
題
で
あ
る
。
…
世
界
的
な
解
放
運
動

は
、
世
界
的
規
模
で
の
諸
宗
教
の
対
話
を
必
要
と
す
る
﹂︵
同
書

一
〇
頁
︶
と
言
う
よ
う
な
］
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
三
つ
の
方
法
論
的
観
点
は
、
本
学
会
の
活
動
を
回
顧

し
展
望
す
る
に
際
し
て
、
特
に
こ
の
会
の
特
性
︵C

harakter

︶

を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
に
な
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
本
学
会
の
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、

排
他
主
義
的
・
包
括
主
義
的
立
場
を
超
え
、
多
元
主
義
的
立
場

へ
の
﹁
宗
教
的
ル
ビ
コ
ン
渡
河
﹂
を
本
心
か
ら
願
い
、
模
索
し

て
い
る
の
か
ど
う
か
が
や
は
り
問
わ
れ
る
。
そ
の
気
が
な
い
な

ら
、
ジ
ョ
ン
・
Ｂ
・
カ
ブ
・
Jr. 

が
い
み
じ
く
も
言
っ
て
い
る
通

り
に
な
る
だ
ろ
う5

。
彼
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
は
、

そ
れ
を
通
し
て
、
ま
た
さ
ら
に
対
話
を
超
え
て
相
互
自
己
変
革

へ
進
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
も
し
、
そ
の
﹁
相
互

変
革
の
志
﹂︵
九
七
頁
︶
が
相
互
に
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
、﹁
対

話
を
超
え
よ
う
と
し
な
い
対
話
﹂
は
、
単
な
る
﹁
対
話
に
停
滞

す
る
﹂
と
警
告
し
て
い
る
︵
六
頁
︶。
つ
ま
り
、
い
つ
ま
で
経
っ

て
も
、
名
刺
交
換
の
よ
う
に
、
自
己
紹
介
・
他
己
紹
介
を
繰
り

返
し
て
い
て
は
、
そ
の
内
、﹁
わ
た
し
は
、
あ
な
た
が
何
も
の
か

良
く
解
り
ま
し
た
の
で―

―

以
前
か
ら
思
っ
て
い
た
通
り
で
し

た―
―

、
こ
の
辺
で
お
開
き
と
い
う
こ
と
で
、
い
か
が
で
し
ょ

う
か
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
は
、
た
だ
お
互
い
に
飽
き
が

き
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
深
い
交
わ
り
︵com

m
unio

︶
が
相

互
の
自
己
変
革
と
い
う
新
し
い
創
造
へ
向
か
う
こ
と
が
な
い
。

そ
の
意
味
で
実
に
示
唆
的
な
や
り
取
り
が
、
記
録
に
残
っ
て
い

る
。
第
一
回
大
会
で
の
こ
と
だ
。
と
て
も
大
切
な
対
話
な
の
で

引
用
し
て
お
き
た
い
。

西
村
恵
信　

も
う
三
十
年
来
、
久
松
先
生
か
ら
ず
っ
と
ね
、

禅
は
こ
れ
し
か
言
わ
な
い
ん
だ
ぜ
、
神
な
ん
て
な
い
ん
だ

ぜ
、
ね
、
お
前
の
手
を
あ
げ
た
り
足
を
動
か
し
た
り
す
る

と
こ
ろ
に
し
か
真
如
は
な
い
よ
っ
て
、
仕
込
ま
れ
た
ん
で

す
よ
。
そ
れ
が
最
近
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
︵
本
学
会　

引



 

用
者
註
︶
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て
︵
一
同
、
笑
︶

中
略

も
う
ひ
と
つ
申
し
上
げ
た
い
こ
と
が
あ
る
ね
。
八
木
さ
ん

あ
た
り
が
久
松
先
生
に
接
触
さ
れ
て
、
あ
の
人
［
八
木
誠

一
引
用
者
註
］
の
視
線
で
、
無
相
の
自
己
に
つ
い
て
こ
う

解
釈
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
と
つ
め
よ
る
と
ね
、
久

松
先
生
は
、
そ
う
も
ま
あ
言
え
る
ね
と
い
う
形
で
ね
、
何

か
無
相
の
自
己
が
形
而
上
化
し
て
い
く
気
が
し
て
な
ら

な
い
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
寂
し
い
わ
、
私
は
︵
一
同
、
笑
︶

滝
沢
克
己　

そ
れ
は
私
も
感
じ
る
ん
で
す
ね
。

八
木
誠
一　

そ
れ
が
い
け
な
い
ん
な
ら
対
話
な
ん
か
止
め
た

方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。
久
松
先
生
は
形
な
き

自
己
に
覚
め
て
時
空
超
え
、
と
い
つ
も
言
っ
て
お
ら
れ
た

し
、
私
の
方
は
、﹁
神
も
人
も
い
な
い
﹂
無
分
別
の
と
こ

ろ
が
あ
る
な
ど
と
言
う
も
の
だ
か
ら
、
滝
沢
先
生
か
ら
疑

い
の
眼
で
見
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
。 

こ
こ
に
は
、
カ
ブ
の
指
摘
す
る
、
対
話
が
対
話
を
通
し
て
、

対
話
を
超
え
出
て
相
互
の
自
己
変
化
へ
向
か
う
の
か
、
そ
れ
と

も
対
話
が
対
話
に
停
滞
し
て
し
ま
う
の
か
の
せ
め
ぎ
合
い
が
微

妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
出
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
以
後
二
十
五
年
、

こ
の
せ
め
ぎ
合
い
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。

と
こ
ろ
で
、﹁
宗
教
的
ル
ビ
コ
ン
渡
河
﹂
を
志
し
、
そ
れ
を
果

た
し
た
人
と
は
ど
ん
な
人
な
の
か
。
冒
頭
で
提
示
し
て
お
い
た

︿
宗
教
﹀
的
契
機
の
構
制
図
で
説
明
し
て
み
る
。
ま
ず
言
え
る
こ

と
は
、
こ
の
人
は
個
と
し
て
、
公
的
教
会
・
教
団
か
ら
一
旦
出
て
、

自
由
な
と
こ
ろ
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

人
は
、
公
的
教
会
・
教
団
が
そ
れ
に
よ
っ
て
立
つ
教
典
︵
言
説
︶

に
対
し
て
も
自
由
な
批
判
的
態
度
が
と
れ
る
位
置
︵Stand

︶
に

い
る
。
決
し
て
バ
イ
ブ
ル
・
バ
ウ
ン
ド
で
は
な
い
、
バ
イ
ブ
ル
・

フ
リ
ー
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
人
は
、
既
成
の
行
・
実
践
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
か
ら
も
フ
リ
ー
で
あ
り
、
そ
の
分
、
自
発
的
創
造
的

に
行
動
し
、
働
く
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
か
。
こ
の
人
は
、
直

接
経
験
の
︿
証
覚
﹀︵
宗
教
の
本
質
︶
か
ら
生
き
る
こ
と
を
知
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
が
そ
こ
か
ら
見
直
せ
る
こ
と︵
＝

解
釈
・
再
解
釈
で
き
る
こ
と
︶
を
こ
の
人
は
知
っ
て
い
る
。
そ

う
考
え
る
と
こ
の
人
は
、異
宗
教
間
の
︿
交
流
﹀
に
必
要
な
﹁
宗

教
的
ル
ビ
コ
ン
渡
河
﹂
の
三
つ
の
橋
、
す
な
わ
ち
︵
１
︶﹁
宗
教
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の
形
﹂、︵
２
︶﹁
宗
教
の
本
質
﹂、︵
３
︶﹁
宗
教
の
実
践
﹂︶
を
上

手
に
渡
っ
た
人
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ

う
な
人
の
あ
り
方
を
方
法
論
的
な
意
味
で
の
﹁
解
釈
学
的
主
体
﹂

の
実
現
な
い
し
確
立
と
呼
ん
で
み
た
い
。
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ

も
イ
エ
ス
も
パ
ウ
ロ
も
、
ま
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
も
こ
の
意
味
で

の
﹁
解
釈
学
的
主
体
﹂
の
実
現
︵actualization = realization

︶

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
人
は
、
真
の
意
味
で
の
︿
宗
教
﹀

の
改
革
者
で
あ
り
、
そ
の
人
自
身
の
存
在
と
言
葉
と
行
為
が
、

宗
教
的
象
徴
と
し
て
新
し
い
創
造
の
意
味
を
も
つ
。

本
学
会
に
は
方
法
論
的
反
省
が
充
分
で
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
言
っ
た
が
、
勿
論
全
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
例
え
ば
第
一
回
か
二
回
か
記
憶
が
定
か
で
な
い
が
、
初
期

の
頃
の
総
会
で
こ
の
会
の
︿
交
流
﹀
を
ど
ん
な
内
容
に
す
る
の

か
に
つ
い
て
議
論
が
あ
っ
た
。
確
か
、
モ
ー
リ
ス
・
オ
ー
ガ
ス

テ
ィ
ン
だ
っ
た
と
記
憶
す
る
が
、
彼
は
、
座
禅
と
か
瞑
想
と
か

の
︿
行
﹀
を
︿
交
流
﹀
に
取
り
入
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
会
は
、
宗
教
哲
学
・
思
想
の
レ
ヴ
ェ
ル

に
限
定
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
意
見
が
対
立
し
た
。
結
局
、
後

者
の
主
張
が
こ
の
会
の
︿
交
流
﹀
の
内
容
と
し
て
確
認
さ
れ
た

の
だ
が
、
こ
れ
な
ど
は
、
明
ら
か
に
方
法
論
的
議
論
だ
っ
た
と

い
え
る
。

ま
た
、
上
記
の
記
録
に
よ
る
と
、
会
の
発
足
に
際
し
て
、﹁
発

起
人
会
﹂
が
開
か
れ
、
そ
こ
に
集
ま
っ
た
人
た
ち
︵
モ
ー
リ
ス
・

オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
、
坂
東
性
純
、
ヤ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ブ
ラ
フ
ト
、

土
居
真
俊
、
藤
吉
慈
海
、
本
多
正
昭
、
石
田
慶
和
、
八
木
誠
一
︶

の
間
で
こ
の
学
会
と
し
て
当
面
や
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、﹁
我
が
国
で
の
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
の
成
果

を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ

れ
は
、
こ
の
学
会
が
︿
交
流
﹀
学
会
と
し
て
何
を
す
る
か
を
は

じ
め
に
確
定
し
た
方
法
論
的
反
省
で
あ
る
。
実
際
こ
の
方
針
の

確
定
は
、
本
学
会
の
活
動
内
容
を
方
法
論
と
し
て
決
定
し
た
と

言
え
る
。
こ
の
方
法
論
的
確
定
に
し
た
が
う
と
、
具
体
的
に
は

二
つ
の
や
り
方
が
想
定
で
き
る
。
つ
ま
り
、
当
面
は
仏
教
と
キ

リ
ス
ト
教
の
﹁
対
話
の
成
果
﹂
を
実
際
に
実
現
し
て
い
る
﹁
人
﹂

を
選
ん
で
、
そ
の
成
果
︵
内
容
︶
を
と
も
か
く
聞
く
と
い
う
方

法
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、﹁
人
﹂
に
即
し
て
で
は
な
く
、﹁
事

柄
﹂︵
テ
ー
マ
︶
に
即
し
て
対
話
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
、﹁
人
﹂

か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
﹁
テ
ー
マ
︵
事
柄
︶﹂
か
ら
の
ア
プ
ロ



 

ー
チ
は
、
解
釈
学
的
構
制
か
ら
方
法
論
と
し
て
必
然
的
に
出
て

く
る
こ
と
だ
。
実
際
、
二
十
四
回
開
か
れ
た
学
会
の
大
会
は
概

ね
そ
う
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
方
法
論
的
反
省
と
い
う
観
点
か

ら
も
学
会
の
大
会
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、

大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
振
り
返
る
の
も
あ
な
が
ち
無
駄
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
二
十
四
回
開
か
れ
た
学
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

見
る
と
、
お
お
よ
そ
一
〇
回
前
後
ま
で
は
﹁
人
﹂
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
は
﹁
テ
ー
マ
﹂
が
設
定
さ
れ
る
方

法
が
多
く
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
一
回
の
学
会
に
は
、﹁
人
﹂
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
に

し
た
が
っ
て
、
滝
沢
克
己
が
講
演
者
に
招
か
れ
て
、
三
つ
の
講

演
を
し
て
い
る
。
ま
ず
、
自
ら
に
お
け
る
﹁
対
話
の
成
果
﹂
の

エ
ッ
セ
ン
ス
で
あ
る
﹁
神
と
人
と
の
第
一
義
の
接
触
と
第
二
義

の
接
触
に
つ
い
て
﹂
発
題
し
、
さ
ら
に
そ
の
観
点
か
ら
﹁
久
松

禅
学
に
つ
い
て
﹂
と
﹁
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
神
学
に
つ
い
て
﹂

講
演
し
て
い
る
。
以
下
﹁
人
﹂
と
演
題
を
確
認
し
て
お
く
。
滝

沢
克
己
に
続
い
て
、
星
野
元
豊
︵
二
／
一
九
八
三
︶［
久
松
禅

学
と
浄
土
真
宗
／
久
松
禅
と
親
鸞
に
お
け
る
還
相
回
向
に
つ
い

て
］。　

八
木
誠
一
︵
三
／
一
九
八
四
︶［
イ
エ
ス
と
禅
︵
１
︶
／

︵
２
︶］、　

西
谷
啓
治
︵
四
／
一
九
八
五
︶［
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教

の
接
点︵
１
︶／︵
２
︶］。　

玉
城
康
四
郎︵
五
／
一
九
八
六
︶［
原

始
仏
教
に
つ
い
て
／
大
乗
仏
教
に
つ
い
て
／
仏
教
と
キ
リ
ス
ト

教
］。　

土
居
真
俊
︵
六
／
一
九
八
七
︶［
意
味
論
／
神
学
的
方

法
論
／
対
話
の
神
学
試
論
］。　

本
多
正
昭︵
七
／
一
九
八
八
︶［
仏

教
と
キ
リ
ス
ト
教―

―

可
逆
不
可
逆
の
問
題
︵
１
︶
／
︵
２
︶］。

　

奥
村
一
郎︵
七
／
一
九
八
八
︶［
東
西
霊
性
交
流
を
め
ぐ
っ
て
］。

　

阿
部
正
雄
︵
十
六
／
一
九
九
七
︶［
阿
部
正
雄
氏
の
基
本
的
立

場
に
つ
い
て
／
ケ
ノ
ー
シ
ス
的
神
へ
の
展
開
］。　

小
野
寺
功

︵
十
七
／
一
九
九
八
︶［
西
田
哲
学
か
ら
聖
霊
神
学
へ
／
聖
霊
と

三
位
一
体
論
再
考
］。　

上
田
閑
照
︵
二
十
三
／
二
〇
〇
四
︶［
マ

イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
／
西
田
哲
学
／
宗
教
と
は
何

か
］。
以
上
が
﹁
対
話
の
成
果
﹂
を
直
接
報
告
し
た
﹁
人
﹂
の
場

合
だ
。

上
と
は
別
に
、
大
会
の
﹁
テ
ー
マ
﹂
と
し
て
選
ば
れ
た
﹁
人
﹂

が
三
人
い
る
。
ま
ず
西
田
幾
多
郎
︵
十
一
／
一
九
九
二
︶
と
西

谷
啓
治
︵
十
四
／
一
九
九
五
、十
五
／
一
九
九
六
︶
で
あ
る
。
前

者
に
つ
い
て
は
、﹁
西
田
哲
学
と
の
対
話
﹂
と
い
う
﹁
テ
ー
マ
﹂

で
次
の
発
題
が
組
ま
れ
て
い
る6

。
上
田
閑
照
、
西
田
哲
学
の
根
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本
的
立
場
／
秋
月
龍
珉
、
禅
と
西
田
哲
学
／
大
峰
顕
、
逆
対
応

と
名
号―

―
西
田
哲
学
と
浄
土
真
宗
／
小
野
寺
功
、
西
田
哲
学

か
ら
聖
霊
の
神
学
へ
／
八
木
洋
一
、
言
葉
の
受
胎
と
そ
の
場
所

の
構
造
／
田
中
裕
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
邂
逅
と
創
造
的
転

換
の
哲
学―

―

絶
対
無
と
創
造
的
プ
ロ
セ
ス―

―

。
西
谷
の
場

合
は
、﹁
人
﹂
と
し
て
も
﹁
テ
ー
マ
﹂
と
し
も
登
場
す
る
が
、﹁
テ

ー
マ
﹂
と
し
て
は
シ
カ
ゴ
で
の
国
際
学
会
︵
一
九
九
六
年
︶
に

向
け
て
、﹁
西
谷
啓
治
研
究
﹂
と
い
う
﹁
テ
ー
マ
﹂
で
二
年
に

ま
た
が
っ
た
企
画
に
な
っ
て
い
る
。
実
に
多
彩
な
眼
も
眩
む
よ

う
な
内
容
で
あ
る
。
第
十
四
回
大
会
︵
一
九
九
五
年
︶。
石
田
慶

和
、
西
谷
宗
教
哲
学
概
観
／
上
田
閑
照
、
西
谷
啓
治
の
哲
学
史

上
の
位
置
／
Ｊ
・
Ｖ
・
ブ
ラ
フ
ト
、
西
谷
啓
治
の
海
外
で
の
評

価
に
関
す
る
一
考
察
／
長
谷
正
當
、
西
谷
に
お
け
る
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
の
問
題
と
空
の
立
場
／
延
原
時
行
、
歴
史
・
人
格
・
倫
理
。

第
十
五
回
︵
一
九
九
六
年
︶。
堀
尾
孟
、
西
谷
啓
治
に
お
け
る
哲

学
と
宗
教
／
Ｊ
・
ハ
イ
ジ
ッ
ク
、
西
谷
の
外
国
に
お
け
る
評
価

に
つ
い
て
／
花
岡
永
子
、
西
谷
哲
学
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と

仏
教
／
八
木
誠
一
、
仏
教
哲
学
と
新
約
聖
書
神
学
／
橋
本
裕
明
、

西
谷
の
﹁
空
﹂
と
タ
ウ
ラ
ー
の
神
秘
主
義
／
大
峰
顕
、
西
谷
に

お
け
る
空
の
概
念
／
武
田
龍
精
、
宗
教
・
哲
学
・
科
学
。
合
計

十
二
を
数
え
る
。
こ
の
一
連
の
﹁
西
谷
啓
治
研
究
﹂
に
お
い
て
、

﹁
我
が
国
に
お
け
る
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
の
成
果
﹂
が
い

か
な
る
も
の
か
を
世
界
に
向
け
て
遺
憾
な
く
示
し
え
た
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
こ
に
本
学
会
の
活
動
が
到

達
し
え
た
、
現
段
階
で
の
い
わ
ば
極
限
の
よ
う
な
も
の
を
み
る

観
が
す
る
の
は
わ
た
し
だ
け
だ
ろ
う
か
。
実
は
も
う
一
人
﹁
テ

ー
マ
﹂
と
し
て
あ
が
っ
た
﹁
人
﹂
が
い
る
。
ユ
ン
グ
だ
。﹁
ユ
ン

グ―
―

自
己
・
霊
性
・
自
然
﹂︵
十
八
／
一
九
九
九
︶［
渡
邉
学
、

ユ
ン
グ
と
自
己―

―

自
己
の
四
つ
の
位
相
を
め
ぐ
っ
て
／
Ｊ
・

ハ
イ
ジ
ッ
ク
、
ユ
ン
グ
・
キ
リ
ス
ト
教
・
仏
教
／
堀
尾
孟
、
霊

性
と
自
然
］。

そ
れ
に
し
て
も
今
に
し
て
思
え
ば
、
な
ぜ
、
鈴
木
大
拙
、
久

松
真
一
は
学
会
大
会
の
メ
イ
ン
﹁
テ
ー
マ
﹂
と
し
て
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
登
場
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
二
人
が
、
仏
教
と

キ
リ
ス
ト
教
の
交
流
史
に
お
い
て
、特
に
禅
の
立
場
か
ら
の
﹁
宗

教
の
本
質
﹂
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
観
点
か
ら
決
定
的
な
意

味
で
重
要
な
人
物
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
︶

7

。
西
田
、
西
谷

と
並
ん
で
鈴
木
、
久
松
は
本
学
会
の
い
わ
ば
ベ
ー
ス
を
形
づ
く



 

る
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
今
か
ら
で
も
き
ち
ん
と
取
り
上
げ
る

べ
き
だ
ろ
う
。
田
辺
元
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、﹁
人
﹂

で
言
え
ば
、
井
筒
俊
彦
を
呼
ぶ
企
画
が
実
現
し
な
か
っ
た
が
、

い
ず
れ
も
今
か
ら
﹁
テ
ー
マ
﹂
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
け
る
は

ず
だ
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
︵
プ
ロ
セ
ス
神
学
︶
と
仏
教
の
対

話
の
道
が
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
を
介
し
て
拓
か
れ
つ
つ
あ
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
当
然
﹁
人
﹂
と
し
て
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
挙
げ

ら
れ
て
も
い
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。
ま
た
特
に
、
近
代
科
学
と
宗

教
と
い
う
テ
ー
マ
で
は
重
要
な
﹁
人
﹂
の
一
人
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。

次
に
﹁
人
﹂
で
は
な
く
、﹁
テ
ー
マ
﹂
と
し
て
は
ど
ん
な
も
の

が
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
方
法
は
、
第
八
回
大
会
で
は

じ
め
て
採
用
さ
れ
る
。

w
	
	

﹁
禅
と
浄
土
﹂︵
一
九
九
〇
︶［
上
田
閑
照
、
禅
の
眼
目
／

寺
川
俊
昭
、
浄
土
教
の
眼
目
］。

w
	
	

﹁
浄
土
と
キ
リ
ス
ト
教
﹂︵
一
〇
／
一
九
九
一
︶［
坂
東
性
純
、

浄
土
教
の
本
来
性
／
Ｊ
・
Ｖ
・
ブ
ラ
フ
ト
、
空
の
思
想
と

浄
土
教
］。

w
	
	

﹁
唯
識
研
究
﹂︵
十
二
／
一
九
九
三
︶［　

Ｊ
・
ハ
イ
ジ
ッ
ク
、

五
感
の
回
復―
―

時
代
の
禁
欲
主
義
に
抗
し
て
／
奥
村
一

郎
、﹃
暗
夜
﹄
の
霊
性―

―

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
／
横
山
紘
一
、

阿
頼
耶
識
の
浄
化
／
竹
村
牧
男
、
唯
識
と
東
洋
的
個―

―

縁
起
思
想
と
場
所
の
哲
学
］。

w
	
	

﹁
空
・
神
・
死
﹂︵
十
三
／
一
九
九
四
︶［
梶
山
雄
一
、
空

と
輪
廻
／
八
木
誠
一
、神
／
西
村
恵
信
、空
と
死
／
Ｊ
・
Ｖ
・

ブ
ラ
フ
ト
、
死
と
空
と
神
］。

w
	
	

﹁
霊
性
と
自
然
﹂︵
十
九
／
二
〇
〇
〇
︶［
奥
村
一
郎
、
霊

性
の
遍
歴—

仏
教
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
へ
／
花
岡
永
子
、
霊

性
の
問
題―

―

二
十
一
世
紀
に
向
け
て
］。

w
	
	

﹁
自
然
と
い
う
こ
と
﹂︵
二
十
／
二
〇
〇
一
︶［
上
田
閑
照
、

自
然
と
い
う
こ
と
︵
１
︶―

―

生
命
と
生
と
い
の
ち
、
自

然
と
い
う
こ
と
︵
２
︶―

―

自
然
の
死
と
自
然
／
田
中
裕
、

自
然
と
い
う
こ
と
］。

w
	
	

﹁
宗
教
と
身
体
﹂︵
二
十
一
／
二
〇
〇
二
︶［
頼
富
本
宏
、

真
言
密
教
に
お
け
る
身
体
観
／
小
坂
国
継
、
西
田
哲
学
に

お
け
る
身
体
の
問
題
／
八
木
誠
一
、﹁
一
］
の
座
と
し
て

の
身
体—

場
所
論
の
記
号
的
表
現
に
つ
い
て
﹂。

w
	
	

﹁
身
と
場
﹂︵
二
十
二
／
二
〇
〇
三
︶［
本
多
正
昭
、
身
よ
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り
場
へ
／
河
波
晶
、
浄
土
教
に
お
け
る
身
体
論
／
東
西
に

お
け
る
身
体
論
］。

w
	
	

﹁
絶
対
者
の
人
格
性
と
非
人
格
性
を
め
ぐ
っ
て
﹂

︵
二
十
四
／
二
〇
〇
五
︶［
花
岡
永
子
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏

教
に
お
け
る
︿
絶
対
の
無
限
の
開
け
﹀
／
八
木
誠
一
、
新

約
聖
書
に
お
け
る
場
所
論
︵
非
人
格
主
義
的
神
学
︶
／
竹

村
牧
男
、
仏
教
に
お
け
る
絶
対
者
の
人
格
性
お
よ
び
非
人

格
性
を
め
ぐ
っ
て
／
田
中
裕
、
絶
対
者
の
人
格
性
と
非
人

格
性
を
め
ぐ
っ
て―

―

人
格
的
な
る
も
の
と
普
遍
的
な
る

も
の―

―

］。
選
ば
れ
た
テ
ー
マ
は
合
計
九
つ
で
あ
る
。

一
言
コ
メ
ン
ト
し
た
く
な
る
が
、
こ
の
選
ば
れ
た
﹁
テ
ー

マ
﹂
群
に
こ
の
会
と
し
て
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か

が
わ
か
る
よ
う
な
、
方
法
論
的
反
省
に
基
づ
い
た
一
本
の

太
い
線
の
よ
う
な
も
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
。

実
は
、
学
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
り
方
と
し
て
も
う
一
つ
あ

る
。
会
員
個
人
の
研
究
発
表
で
あ
る
。
こ
れ
は
﹁
人
﹂
に
入
れ

て
も
い
い
だ
ろ
う
が
、
あ
く
ま
で
も
個
人
と
し
て
の
任
意
の
発

表
と
い
う
こ
と
で
区
別
し
て
お
く
。
こ
の
ス
タ
イ
ル
は
、
第
九

回
︵
一
九
九
〇
年
︶
が
は
じ
め
て
で
、
こ
の
と
き
は
プ
ロ
グ
ラ

ム
全
体
が
個
人
の
研
究
発
表
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
し
の

記
憶
に
間
違
い
が
な
け
れ
ば
、﹁
若
手
﹂
か
ら
話
を
聞
こ
う
と
い

う
ア
イ
デ
ィ
ア
で
発
表
者
が
決
ま
っ
た
よ
う
に
思
う
。
八
木
洋

一
、﹁
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
﹃
宗
教
﹄
と
﹃
文
化
﹄﹂
／

Ｊ
・
ハ
イ
ジ
ッ
ク
、﹁
象
徴
の
機
能
を
再
考
し
て
﹂
／
田
中
裕
、

﹁
場
所
の
論
理
と
宗
教
の
批
判
﹂
／
川
村
︵
花
岡
︶
永
子
、﹁
真

実
在
に
お
け
る
言
葉
の
問
題—

自
己
同
一
の
視
点
か
ら
﹂。
今

か
ら
こ
の
回
の
四
人
の
報
告
を
読
み
直
し
て
み
る
と
期
せ
ず
し

て
﹁
宗
教
と
言
語
﹂
と
で
も
い
え
る
﹁
テ
ー
マ
﹂
で
共
通
し
て

い
る
。
な
ぜ
か
、
こ
の
重
要
な
﹁
テ
ー
マ
﹂
が
﹁
テ
ー
マ
﹂
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
。
こ
の
回
以
後
、
会
が
セ

ッ
ト
し
た
﹁
テ
ー
マ
﹂
な
い
し
﹁
人
﹂
と
は
別
に
、
こ
の
個
人

の
研
究
発
表
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

︵
十
七
／
一
九
九
八
︶
村
本
詔
司
、﹁
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と

現
代―

―

キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
無
宗
教
の
接
点
﹂。︵
十
九
／

二
〇
〇
〇
︶
八
木
誠
一
、﹁
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
の
﹃
行
﹄

︵
実
践
︶
論
へ
の
展
開
﹂。
高
田
信
良
、﹁
終
末
論
と
末
法
観
﹂。

︵
二
十
／
二
〇
〇
一
︶
河
波
晶
、﹁
形
相
、
空
、
自
然
﹂
／
谷
口



 

正
子
、﹁
宮
沢
賢
治
と
宗
教―

―

イ
ン
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と

い
う
視
点
か
ら
﹂。︵
二
十
二
／
二
〇
〇
三
︶
八
木
誠
一
、﹁
場
所

論
序
説
﹂。︵
二
十
三
／
二
〇
〇
四
︶
八
木
誠
一
、﹁
場
所
論
序
説

二
﹂
／
吉
田
喜
久
子
、﹁
経
験
、言
葉
、自
覚
、自
然
、い
の
ち
﹂
／

松
岡
由
香
子
、﹁
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
見
た
上
田
閑
照
先
生

の
︿
場
所
・
二
重
世
界
内
存
在
﹀﹂
／
橋
本
裕
明
、﹁
タ
ウ
ラ
ー

に
お
け
る
宗
教
間
対
話
の
可
能
性
﹂。

以
上
、
二
十
四
回
開
か
れ
た
学
会
大
会
の
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

内
容
を
列
挙
し
て
み
た
。
そ
れ
は
、
二
十
四
年
間
の
学
会
活
動

を
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
上
か
ら
単
に
概
観
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、

そ
こ
に
あ
る
方
法
論
を
明
確
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
は
じ
め
の

一
〇
年
は
、﹁
対
話
の
成
果
﹂
を
ま
ず
﹁
人
﹂
を
手
が
か
り
に
し

て
確
認
す
る
方
法
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
十
一
人
が
登

場
し
て
い
る
。
そ
れ
以
後
は
ほ
ぼ
﹁
テ
ー
マ
﹂︵
事
柄
︶
が
設
定

さ
れ
る
方
法
で
大
会
は
組
ま
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
間
、﹁
人
﹂

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
阿
部
正
雄
、
小
野
寺
功
、
上

田
閑
照
の
三
人
だ
け
で
あ
る
︵
し
た
が
っ
て
﹁
人
﹂
と
し
て
は

合
計
一
四
名
︶。
西
田
も
西
谷
も
﹁
テ
ー
マ
﹂
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。﹁
テ
ー
マ
﹂
と
し
て
は
合
計
十
三
が
選
ば
れ
て
い

る
。こ

の
概
観
か
ら
方
法
論
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
い
く
つ
か
の

点
が
あ
る
。
一
つ
は
、﹁
対
話
の
成
果
﹂
を
、
そ
れ
を
実
現
し
て

い
る
﹁
人
﹂
か
ら
聞
く
と
い
う
以
上
、
異
宗
教
間
の
対
話
の
可

能
性
は
は
じ
め
か
ら
前
提
さ
れ
て
い
て
、
し
た
が
っ
て
、
表
面

的
に
は
方
法
論
と
し
て
の
﹁
宗
教
の
形
﹂
の
絶
対
性
と
い
う
問

題
は
解
決
済
み
で
あ
る
か
の
よ
う
な
様
相
を
て
い
し
て
い
る
。

不
思
議
な
こ
と
に
、こ
の
学
会
で
は
﹁
宗
教
の
形
﹂
の
﹁
絶
対
性
﹂

が
﹁
対
話
の
可
能
性
﹂
の
問
題
と
し
て
表
面
化
し
な
い
。
仏
教

に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
の
よ
う
に
異
宗
教
間
の
対
話
を
不
可

能
に
す
る
﹁
絶
対
性
﹂︵
固
執
性
︶
の
問
題
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

﹁
対
話
の
可
能
性
﹂
が
﹁
宗
教
の
形
﹂
の
﹁
絶
対
性
﹂
と
の
関
連

で
表
面
化
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
学
会
の
メ
ン
バ
ー
が

排
他
主
義
的
・
包
括
主
義
的
立
場
を
克
服
し
︵﹁
宗
教
的
ル
ビ
コ

ン
河
﹂
を
渡
り
︶、
あ
る
べ
き
開
か
れ
た
宗
教
的
多
元
主
義
の
地

平
︵
こ
れ
こ
そ
が
交
流
を
通
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
︶
に
立
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
別

の
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
も
﹁
本
地
垂
迹
﹂
説
と
い
う
宗
教
思

想
の
長
い
伝
統
の
あ
る
日
本
︵
一
般
的
に
東
洋
︶
で
は
む
し
ろ
、



 ――― 東西宗教研究　第 号・ 年

﹁
宗
教
の
形
﹂︵
垂
迹
︶
の
相
対
性
は
余
り
に
も
あ
た
り
ま
え
で
、

あ
え
て
問
題
に
す
る
ま
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

も
し
そ
う
な
ら
、
異
宗
教
間
の
対
話
の
可
能
性
と
い
う
方
法
論

の
観
点
か
ら
、
こ
の
﹁
本
地
垂
迹
﹂
説
を
テ
ー
マ
に
し
て
み
た

ら
ど
う
な
の
か
。
例
え
ば
、
滝
沢
克
己
の
神
と
人
と
の
第
一
義

の
接
触
と
第
二
義
の
接
触
の
区
別
と
関
係
と
い
う
捉
え
方
自
体
、

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
間
で
の
﹁
本
地
垂
迹
﹂
説
の
ヴ
ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
異
宗
教
間
に
あ
る
こ
の
問
題
は
、
河
を

渡
り
き
れ
な
い
で
自
ら
の
形
に
固
執
し
、
そ
の
た
め
に
異
宗
教

間
に
交
流
︵com

m
unication

︶
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
自
体
が
、

宗
教
の
︿
本
然
﹀
な
働
き
の
喪
失
、
い
わ
ば
イ
ン
ポ
テ
ン
ツ
な

の
で
あ
る
か
ら
、
方
法
論
と
し
て
問
題
で
な
く
な
る
こ
と
は
な

い
。
ま
し
て
、﹁
宗
教
の
形
﹂
の
異
な
る
こ
と
が
、﹁
文
明
の
内

な
る
衝
突
﹂︵
大
澤
真
幸
︶
を
引
き
起
こ
す
要
因
で
あ
り
続
け
て

い
る
限
り
、
そ
れ
自
体
は
ま
ず
方
法
論
と
し
て
の
﹁
宗
教
の
形
﹂

の
問
題
で
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
方
法
論
と
し
て
の
﹁
宗
教
の

実
践
﹂
の
問
題
で
も
あ
る
。
な
ぜ
人
は
自
ら
の
属
す
る
﹁
宗
教

の
形
﹂
に
そ
れ
程
ま
で
固
執
す
る
の
か
と
い
う
問
い
は
、
宗
教

交
流
学
会
に
と
っ
て
は
依
然
と
し
て
重
要
な
方
法
論
的
課
題
で

あ
り
つ
づ
け
て
い
る8

。

さ
て
、
上
の
概
観
で
一
目
瞭
然
だ
が
、
方
法
論
の
観
点
か
ら

本
学
会
の
特
性
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
ひ
た
す
ら
﹁
宗

教
の
本
質
﹂
究
明
に
徹
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
を
通
し
て
、︿
宗
教
﹀
と
し

て
の
﹁
共
通
の
基
盤
﹂
は
何
か
を
明
確
に
し
、﹁
宗
教
と
は
何
か
﹂

の
問
い
に
答
え
る
こ
と
に
ひ
た
す
ら
専
念
し
て
き
た
と
い
え
る
。

言
い
換
え
た
ら
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
﹁
垂
迹
﹂
を
介

し
て﹁
本
地
﹂︵
宗
教
の
本
質
︶の
解
明
に
努
め
て
き
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
宗
教
思
想
の
伝
統
に
お
い
て
は
、︿
共
同

体
﹀
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
︿
個
﹀
と
し
て
、
な
い
し
は
︿
個
﹀

を
通
路
に
し
て
、﹁
人
間
存
在
の
根
底
﹂
へ
の
問
い
︵
己
事
究
明
︶

が
、﹁
宗
教
と
は
何
か
﹂
と
い
う
問
い
と
一
つ
に
結
び
つ
い
て
出

て
く
る
極
め
て
強
い
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
と
き
、﹁
人
間
存
在
の

根
底
﹂
を
問
う
︿
個
﹀
に
と
っ
て
は
、︿
共
同
体
﹀
を
形
成
す
る

伝
統
と
し
て
の
﹁
宗
教
の
形
﹂
の
差
異
は
そ
の
人
の
中
で
い
っ

た
ん
無
化
さ
れ
、
そ
の
限
り
で
﹁
宗
教
の
形
﹂
は
そ
の
人
に
は

す
べ
て
平
等
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
、﹁
宗
教
の



 

形
﹂
は
、﹁
人
間
に
お
け
る
︿
い
の
ち
﹀
の
直
接
的
顕
現
＝
証
覚
﹂

︵﹁
人
間
存
在
の
根
底
﹂
＝
﹁
宗
教
の
本
質
﹂︶
の
方
か
ら
再
び
新

た
に
︿
い
の
ち
﹀
を
吹
き
込
ま
れ
る
の
を
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

本
学
会
の
設
立
に
際
し
て
、
一
九
八
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
で
の

動
き
に
呼
応
す
る
内
発
的
な
何
か
が
こ
ち
ら
に
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
、﹁
人
間
存
在
の
根
底
﹂
へ
の
問
い
と
一
つ
に
な
っ

た
仕
方
で
﹁
宗
教
と
は
何
か
﹂
の
問
い
が
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト

教
︵
西
洋
宗
教
思
想
︶
の
対
話
と
し
て
、
す
で
に
一
〇
〇
年
近

い
経
験
の
蓄
積
と
し
て
日
本
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

明
治
の
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
側
か
ら
は
、

植
村
正
久
、
内
村
鑑
三
、
波
多
野
精
一
、
仏
教
側
か
ら
は
、
清

沢
満
之
、
西
田
幾
多
郎
、
鈴
木
大
拙
、
久
松
真
一
、
西
谷
啓
治

な
ど
に
よ
っ
て
拓
か
れ
た
︿
宗
教
﹀
哲
学
︵
思
想
︶
が
、
日
本

に
お
け
る
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
︵
西
洋
宗
教
思
想
︶
の
対
話
の

成
果
と
し
て
す
で
に
分
厚
く
蓄
積
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
い
う
先

駆
者
た
ち
に
お
い
て
す
で
に
﹁
人
間
存
在
の
根
底
﹂
の
模
索
と

﹁
宗
教
と
は
何
か
﹂
の
模
索
が
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
い
わ
ば

︿
自
己
内
対
話
﹀
と
し
て
、
そ
の
中
で
、
ま
た
そ
れ
を
通
し
て
一

つ
の
こ
と
と
し
て
成
立
し
、そ
れ
が
そ
の
ま
ま
、ま
さ
に
︿
宗
教
﹀

哲
学
︵
思
想
︶
と
し
て
表
現
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、

異
宗
教
間
の
方
法
論
と
し
て
の
﹁
宗
教
の
本
質
﹂
論
は
、
日
本

独
特
の
仕
方
で
蓄
積
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
場
合
の
際
立
っ
た
特

徴
は
、︿
宗
教
﹀
の
本
質
を
﹁
人
間
に
お
け
る
︿
い
の
ち
﹀
の
直

接
的
顕
現
︵
＝
直
接
経
験
・
証
覚
︶
の
自
覚
的
反
省
﹂
と
し
て

ど
こ
ま
で
も
捉
え
て
い
く
点
で
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
だ9

。
本
学
会
は
こ
の
蓄
積
を
継
承
し
、
そ
の
さ
ら
な
る
発
展

を
企
図
し
て
き
た
。
そ
の
限
り
で
本
学
会
が
や
っ
て
き
た
こ
と

を
、一
言
で
い
え
ば
、仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の﹁
共
通
の
基
盤
﹂を
、

す
な
わ
ち
﹁
人
間
に
お
け
る
︿
い
の
ち
﹀
の
直
接
的
顕
現
と
し

て
の
︿
直
接
経
験
・
証
覚
﹀
の
構
造
﹂
を
﹁
人
間
存
在
の
根
底
＝

宗
教
の
本
質
﹂
と
し
て
明
確
に
分
節
し
て
見
せ
る
こ
と
だ
と
い

え
る
。

西
田
の
最
後
の
論
文
﹁
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
﹂
の
原

稿
は
、
敗
戦
直
前
の
一
九
四
五
年
四
月
一
四
日
に
は
完
了
し
て

い
た
。
出
版
は
敗
戦
直
後
の
一
九
四
六
年
二
月
で
あ
る
。︿
歴

史
﹀
に
は
後
先
が
あ
る
が
、
こ
の
論
文
は
後
で
も
先
で
も
な
い

そ
の
間
に
︿
位
置
す
る
﹀︵stehen

︶
よ
う
に
わ
た
し
に
は
思
え

る
。
西
田
は
、﹁
国
家
と
は
、
此
土
に
於
い
て
浄
土
を
映
す
も



 ――― 東西宗教研究　第 号・ 年

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
そ
の
稿
の
最
後
を
結
ん
だ
。
そ

し
て
彼
は
広
島
・
長
崎
の
︿
歴
史
﹀
の
悲
惨
を
見
ず
に
六
月
七

日
に
世
を
去
っ
た
。
日
本
の
戦
後
に
お
け
る
仏
教
と
キ
リ
ス
ト

教
の
対
話
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
本
格
的
に
は
じ
ま
る
。
本
学

会
と
関
係
の
深
い
﹁
人
﹂
で
い
え
ば
、
西
谷
啓
治
の
﹃
宗
教
と

は
何
か
﹄
は
一
九
六
一
年
の
出
版
で
あ
る
。
そ
の
後
、
八
木
誠

一
の
最
初
の
著
作
﹃
新
約
思
想
の
成
立
﹄︵
一
九
六
三
年
︶、
滝

沢
克
己
の
﹃
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
﹄︵
一
九
六
四
年
︶、
滝
沢
の
、

八
木
誠
一
の
著
作
に
対
す
る
評
価
と
批
判
、﹃
聖
書
の
イ
エ
ス
と

現
代
の
思
惟
﹄︵
一
九
六
五
年
︶
が
続
く
。
こ
の
滝
沢
の
著
書
を

き
っ
か
け
に
は
じ
ま
る
滝
沢
・
八
木
の
﹁
論
争
﹂
は
滝
沢
が
世

を
去
る
ま
で
二
十
年
間
に
及
ん
だ
。
わ
た
し
は
こ
の
二
人
の﹁
論

争
﹂
に
、﹁
対
話
﹂
の
際
立
っ
た
一
つ
の
姿
を
見
た
よ
う
に
今
で

も
思
う
。
こ
の
論
争
は
本
学
会
の
い
わ
ば
重
要
な
背
景
を
形
成

し0

、
八
〇
年
代
学
会
設
立
の
﹁
内
発
的
﹂
要
因
に
な
っ
て
い
る

と
言
え
る
。
上
田
閑
照
の
最
初
の
著
作 D

ie G
ottesgeburt in der 

Seele und der D
urchbruch zur G

ottheit: Zw
ei H

auptthem
en 

der M
ystik M

eister Eckharts 

は
、
一
九
六
五
年
に
出
版
さ
れ
て

い
る
。
ち
な
み
に
、
わ
た
し
は
、
一
九
六
七
年
に
修
士
論
文
﹁
神

認
識
の
一
般
的
構
造
及
び
認
識
様
式
に
関
す
る
一
試
論―

―

ニ

ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
に
お
け
る
神
認
識―

―

﹂
を
書
い
て
、

神
認
識
に
お
け
る
認
識
の
一
般
的
構
造
と
様
式
を
︿
文
化
﹀
に

お
け
る
そ
れ
と
の
区
別
と
関
係
に
お
い
て
明
確
に
し
よ
う
と
し

た
。
今
に
し
て
思
え
ば
、
こ
れ
も
六
〇
年
代
と
い
う
時
代
情
況

の
影
響
下
で
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

さ
て
、
こ
う
し
て
本
学
会
と
し
て
の
異
宗
教
間
の
対
話
の
活

動
を
方
法
論
と
し
て
見
る
と
、
本
学
会
の
活
動
の
特
性
は
、﹁
宗

教
の
形
﹂
に
阻
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
宗
教
多
元
主
義
を
唱

え
る
Ｊ
・
ヒ
ッ
ク
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
歴
史
・
社

会
的
な
意
味
で
の
﹁
宗
教
の
実
践
﹂
と
し
て
で
も
な
く
、
純
粋

に
方
法
論
と
し
て
の
﹁
宗
教
の
本
質
﹂
論
に
徹
す
る
こ
と
が
で

き
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
本
学
会
の
﹁
特
権
的
位
置

︵Stand

︶﹂
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
現
在
の
エ
ル
サ
レ

ム
に
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
集
ま

っ
て
、﹁
宗
教
の
形
﹂
や
﹁
宗
教
の
実
践
﹂
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、

わ
れ
わ
れ
が
京
都
に
集
ま
っ
て
や
っ
て
き
た
よ
う
に
、
純
粋
に

﹁
宗
教
の
本
質
﹂
と
は
何
か
を
そ
れ
と
し
て
論
じ
合
え
る
な
ど
と

は
想
像
す
ら
で
き
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
本
学



 

会
が
も
つ
世
界
で
も
き
わ
め
て
稀
な
﹁
特
権
的
位
置
︵Stand

︶﹂

と
そ
の
役
割
ま
た
そ
の
意
味
を
充
分
認
識
す
べ
き
で
は
な
い
の

か
。こ

の
﹁
位
置
﹂
の
特
権
と
は
、
何
が
で
き
て
、
ま
た
何
を
す

べ
き
特
権
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
次
の
三
点
を
挙
げ
て
お

き
た
い
。
わ
た
し
は
、
近
現
代
を
古
代
中
世
の
︿
神
﹀
主
義
に

代
わ
る
︿
資
本
﹀
主
義
と
し
て
特
徴
づ
け
た
。
そ
れ
は
、
人
間

存
在
に
お
け
る
︿
宗
教
﹀
的
契
機
を
喪
失
し
た
、
そ
の
意
味
で

︿
世
俗
化
﹀
し
た
︿
歴
史
・
文
化
﹀
的
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は

ま
た
同
時
に
人
間
存
在
に
お
け
る
本
来
の
︿
自
然
﹀
的
契
機
を

も
喪
失
し
か
け
た
世
界
で
も
あ
るa

。
言
い
換
え
る
と
、
わ
れ
わ

れ
は
、
人
間
存
在
の
円
環
的
全
連
関
を
喪
失
し
た
世
界
を
か
ろ

う
じ
て
﹁
生
き
て
い
る
﹂
の
だ
と
い
う
ほ
か
な
い
。
わ
れ
わ
れ

は
、
学
会
活
動
を
通
し
て
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
﹁
共
通
の

基
盤
﹂
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
め
て
き
た
。
も
っ
と
具
体

的
に
言
え
ば
、わ
れ
わ
れ
は
、﹁
人
間
存
在
の
根
底
﹂
を
︿
い
の
ち
﹀

の
直
接
的
顕
現
︵
直
接
経
験
︶
に
求
め
、そ
の
構
造
を
そ
の
︿
働

き
﹀
に
即
し
て
﹁
宗
教
の
本
質
﹂
と
し
て
究
明
し
て
き
た
。
他

の
学
問
や
技
術
の
分
野
で
は
日
本
が
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
も
の

が
あ
る
。
し
か
し
、仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
を
介
し
た
﹁
宗

教
の
本
質
﹂
究
明
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
ど
の
分
野
よ
り
も
、

日
本
が
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
特
異
な
位
置
︵Stand

︶
に
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。︿
宗
教
﹀
的
契
機
を
喪
失
し
、そ
の
結
果
、

世
俗
化
し
た
︿
資
本
﹀
主
義
﹁
世
界
﹂
が
、
再
び
人
間
存
在
に

お
け
る
︿
宗
教
﹀
的
契
機
を
恢
復
す
る
た
め
に
は
、﹁
宗
教
の
本

質
﹂
究
明
が
ど
う
し
て
も
不
可
欠
な
作
業
で
あ
る
。
世
界
の
な

か
で
の
わ
れ
わ
れ
の
位
置
は
、
そ
の
作
業
が
で
き
る
、
ま
た
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
﹁
特
権
的
位
置
﹂
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
見
失
っ
た
も
の
が
何
か
を
正
し

く
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。﹁
人
間
に
と
っ
て
宗
教
と

は
何
か
﹂
と
い
う
問
い
に
、
は
っ
き
り
答
え
ら
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
し
て
︿
世
界
﹀

︵
人
間
存
在
の
円
環
的
全
関
連
︶
を
︿
宗
教
﹀
的
次
元
か
ら
捉
え

直
し
、
形
成
し
直
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
異
宗

教
間
対
話
の
方
法
論
と
し
て
の
﹁
宗
教
の
本
質
﹂
論
が
、
い
か

に
﹁
宗
教
の
実
践
﹂
論
と
し
て
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る

か
が
わ
か
る
は
ず
だ
。

︿
神
﹀
主
義
か
ら
︿
資
本
﹀
主
義
へ
の
大
転
換
は
、
人
間
存
在
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に
お
け
る
︿
宗
教
﹀
的
契
機
︵
直
接
的
経
験
︶
の
喪
失
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
と
想
定
で
き
る
が
、
そ
の
喪
失
そ
の
も
の
は
、

﹁
宗
教
象
徴
のrelevance

の
喪
失
﹂
と
し
て
同
時
に
漸
進
的
に

進
行
し
た
現
象
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
宗
教
象
徴
のrelevance

と
は
、
何
に
対
す
るrelevance

か
と
い
え
ば
、
宗
教
象
徴
の

人
間
存
在
の
円
環
的
連
関
全
体
に
対
す
るrelevance

と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
象
徴
のrelevance 

の
喪
失

は
、
人
間
存
在
全
体
に
対
し
て
宗
教
象
徴
が
そ
のrelevance

を

失
う
と
い
う
こ
と
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
人
間
存
在
に
お
け

る
︿
宗
教
﹀
的
契
機
︵
直
接
的
経
験
︶
の
恢
復
は
、同
時
に
﹁
宗

教
象
徴
のrelevance

の
恢
復
﹂︵
伝
統
的
宗
教
象
徴
の
新
し
い

解
釈
を
含
め
て
︶
を
同
伴
す
る
は
ず
だ
。
こ
う
し
て
、
い
か
に

relevant 

な
宗
教
象
徴
を
創
造
す
る
か
が
、﹁
宗
教
の
本
質
﹂
究

明
に
継
ぐ
課
題
だ
が
、そ
の
課
題
に
対
し
て
も
わ
れ
わ
れ
は
﹁
特

権
的
位
置
﹂
に
い
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、relevant

な
宗

教
象
徴
が
、
直
接
経
験
のrelevant

な
表
現
で
あ
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
、relevant

な
宗
教
象
徴 

は﹁
宗
教
の
本
質
﹂︵
直
接
経
験
︶

か
ら
﹁
解
釈
学
的
主
体
﹂
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
以
外
な
い
だ

ろ
う
か
ら
で
あ
る
。relevant

な
宗
教
象
徴
の
創
造
と
い
う
観
点

か
ら
見
て
、
例
え
ば
八
木
誠
一
の
宗
教
言
語
の
記
号
化
の
試
み

に
つ
い
て
も
、こ
れ
が
、未
来
の
異
宗
教
間
対
話
に
と
っ
て
、﹁
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
な
共
通
記
号
﹂
と
し
てrelevant

な
宗
教
象
徴
に

な
り
え
る
可
能
性
を
否
定
す
る
理
由
は
ま
っ
た
く
な
い
。
将
来
、

エ
ル
サ
レ
ム
と
か
京
都
と
か
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教

徒
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
、
仏
教
徒
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
な
ど
な
ど
が

一
同
に
会
し
て
、G

 in M

と
かM

 in G
 

と
か
言
っ
て
議
論
を
交

わ
し
、
頷
き
合
っ
て
い
る
姿
を
想
像
す
る
だ
け
で
も
愉
し
い
で

は
な
い
か
。
も
し
こ
う
い
う
こ
と
が
実
現
し
た
ら
、relevant

な

宗
教
象
徴
の
創
造
が
い
か
に
実
践
的
な
意
味
を
も
つ
か
が
わ
か

る
は
ず
だ
。
ま
た
更
に
、relevant

な
宗
教
象
徴
の
創
造
と
の
関

連
で
い
え
ば
、
宗
教
的
証
覚
の
︿
知
﹀︵
宗
教
の
言
葉
︶
と
科
学

的
対
象
の
︿
知
﹀︵
科
学
の
言
葉
︶
の
区
別
と
関
係
、
更
に
は
そ

の
統
合
が
問
題
に
な
る
。
例
え
ば
ジ
ョ
ン
・
Ｂ
・
カ
ブ
・
Jr. 

は
、

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
を
超
え
て
、
そ
の
よ
う
な
統
合
的

な
﹁
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
真
理
把
握
﹂
に
到
達
す
る
必
要
が
あ

る
し
、
そ
れ
が
可
能
で
も
あ
る
と
い
う
︵
前
掲
書
、
三
頁
︶。

宗
教
象
徴
のrelevance

と
は
、︿
象
徴
﹀
が
人
間
存
在
全
体

に
︿
宗
教
﹀︵
直
接
経
験
︶
を
媒
介
す
る
時
のrelevance　

の
こ



 

と
だ
が
、
そ
れ
は
往
相
と
し
て
は
、﹁
人
は
、
如
何
に
し
て
真
実

の
自
己
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
﹂
と
い
う
︿
行
﹀
と

し
て
の
﹁
宗
教
の
実
践
﹂
に
関
わ
る
方
法
論
的
問
題
で
あ
る
。

こ
の
課
題
に
つ
い
て
も
わ
れ
わ
れ
は
﹁
特
権
的
位
置
﹂
に
い
る

に
ち
が
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
言
語
象
徴
を
介
さ
な
い
で
直

接
経
験
と
し
て
の
﹁
証
覚
﹂
に
直
に
立
脚
す
る
こ
と
を
旨
と
す

る
﹁
宗
教
の
形
﹂、
す
な
わ
ち
禅
の
立
場
を
共
有
し
て
い
る
。
人

は
ど
う
す
れ
ば
こ
の
﹁
証
覚
﹂
に
到
る
の
か
と
い
う
、
い
わ
ば

﹁
実
証
的
﹂
方
法
論
な
ど
あ
る
は
ず
が
な
い
と
誰
が
言
い
切
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
フ
ロ
イ
ト
＝
ラ
カ
ン
の
﹁
精
神
分
析

学
﹂
に
並
び
超
え
る
、﹁
証
覚
分
析
学
﹂
と
で
も
い
え
る
﹁
知
と

技
﹂
が
開
発
さ
れ
て
も
い
い
は
ず
だ
し
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に

一
番
近
い
﹁
位
置
︵Stand

︶﹂
に
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま

た
更
に
方
法
論
と
し
て
の
﹁
宗
教
の
実
践
﹂
は
、
還
相
と
し
て

の
側
面
を
も
つ
が
、
往
相
に
し
ろ
還
相
に
し
ろ
、relevant

な
宗

教
象
徴
の
創
造
と
し
て
は
す
べ
て
、
人
間
存
在
の
円
環
的
全
連

関
の
形
成
と
実
現
︵actualization = realization

︶
に
か
か
わ
る

事
柄
で
あ
る
。
異
宗
教
間
の
対
話
が
、所
謂﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
倫
理
﹂

の
確
立
に
向
け
て
重
要
に
な
る
の
も
こ
の
意
味
で
の
﹁
宗
教
の

実
践
﹂
の
事
柄
で
あ
る
。

お
わ
り
に

異
宗
教
間
の
対
話
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
対
話
一
般

に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
特
に
異
宗
教
間
に
お
い

て
は
、﹁
解
釈
学
的
主
体
﹂
の
実
現
が
こ
と
の
ほ
か
重
要
に
な

る
。
対
話
そ
の
も
の
が
こ
の
主
体
に
よ
っ
て
実
現
し
、
支
え
ら

れ
る
が
、
逆
に
対
話
が
こ
の
主
体
を
目
覚
め
さ
せ
も
す
る
。
ま

た
、relevant

な
宗
教
象
徴
の
創
造
は
、
こ
の
主
体
に
よ
っ
て

担
わ
れ
る
。
異
宗
教
間
の
対
話
は
そ
れ
自
体
が
、﹁
解
釈
学
的

主
体
﹂
に
よ
るrelevant

な
宗
教
象
徴
と
し
て
創
造
的
行
為
で

あ
り
、
そ
の
限
り
で
対
話
が
成
り
立
つ
こ
と
が
、﹁
解
釈
学
的

主
体
﹂
の
実
現
を
意
味
し
、
そ
の
主
体
を
介
し
て
﹁
宗
教
の

形
﹂
の
自
己
変
革
の
道
が
開
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
話
を

含
む
交
流
︵com

m
unication

︶
は
、︿
宗
教
﹀
に
と
っ
て
は
そ

の
︿
本
然
﹀
の
実
現
し
た
姿
な
の
で
あ
っ
て
、︿
宗
教
﹀
の
第
一

義
的
な
現
実
性
︵actuality = reality

︶
で
あ
る
。
わ
た
し
が
本

学
会
を
通
し
て
自
分
な
り
に
つ
か
ん
だ
こ
と
を
一
言
で
い
う
と

こ
う
な
る
は
ず
だ
。
人
間
存
在
の
円
環
的
全
連
関
は
、
異
な
る
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︿com
m

unication

﹀
の
重
層
的
様
相
︵m

ode

︶
で
あ
る
。
ま
た

そ
れ
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
︿
場
﹀
と
し
て
の
究
極
の
︿
働
き
﹀

と
そ
の
内
容
は
、
そ
れ
を
﹁
神
﹂
と
呼
ぼ
う
が
﹁
絶
対
無
﹂
と

呼
ぼ
う
が
、
ま
た
﹁
空
﹂
と
呼
ぼ
う
が
、︿
働
き
﹀
の
内
容
に
即

し
て
い
え
ば
、︿
開
閉
相
即
﹀
の
︿
場
所
﹀
を
実
現
す
る
︿
働
き
﹀

で
あ
る
と
い
え
る
。︿
世
界
と
そ
の
中
に
あ
る
も
の
﹀は
、そ
の︿
働

き
﹀
の
︿
実
現
﹀
と
し
て
、︿
開
閉
相
即
﹀
の
構
造
と
し
て
実
現

す
る
︵actualize = realize

︶。
人
間
存
在
の
︿
宗
教
﹀
的
契
機

と
は
も
と
も
と
、︿com

m
unication

﹀
論
と
し
て
展
開
で
き
る

人
間
存
在
の
円
環
的
連
関
の
﹁
深
み
の
次
元
﹂
の
こ
と
で
あ
る
。

も
し
そ
の
よ
う
な
想
定
が
成
り
立
つ
な
ら
、︿
宗
教
の
言
葉
﹀
は

︿com
m

unication

﹀
論
の
言
葉
で
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る

は
ず
で
あ
る
。

二
十
五
年
間
の
本
学
会
の
活
動
を
方
法
論
的
反
省
を
軸
に
見

て
き
た
が
、実
際
、わ
れ
わ
れ
は
、仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の︿
交
流
﹀

(com
m

unication)

に
お
い
て
、
ま
た
そ
れ
と
し
て
、
さ
ら
に
そ

れ
を
通
し
て
、
い
っ
た
い
何
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
の
か
、
そ
の

全
体
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
こ
の
人
間
存
在
の
円

環
的
連
関
全
体
が
恢
復
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
人
間
存
在
の
見

失
っ
た
環
︵m

issing link

︶
が
見
つ
け
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
環
を
仏
教
と
キ

リ
ス
ト
教
の
︿
交
流
﹀
の
な
か
で
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

そ
し
て
こ
の
︿
交
流
﹀
は
ま
だ
細
い
流
れ
に
な
り
か
け
た
に
す

ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
願
う
の
は
、
こ
れ
が
や
が
て
大
河
と
な

っ
て
こ
の
乾
き
き
っ
た
﹁
世
界
﹂
を
潤
ま
せ
る
ま
で
に
な
る
こ

と
だ
ろ
う
。
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eister H
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atsu 

Shin’ichi (Brill, 1998).

8
 

ち
な
み
に
、
こ
の
課
題
に
関
し
て
わ
た
し
は
、
一
九
八
七
年
バ
ー

ク
レ
ー
で
開
催
さ
れ
た
国
際
学
会
の
た
め
に
ペ
ー
パ
ー
を
書
い

た
。﹁In Search of the “O

bstructive C
ulprit” in Inter-religious 

D
ialogue, w

ith Reference to Ferdinand de Saussure’s Linguistic 

C
riticism

﹂︵
四
国
学
院
大
学
﹃
論
集
﹄
第
六
八
号　

一
九
八
八
年
︶

9
 

ジ
ョ
ン
・
Ｂ
・
カ
ブ
・
Jr. 

は
﹃
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
を
超
え

て
﹄
の
執
筆
者
の
仲
間
に
は
加
わ
ら
な
か
っ
た
。
彼
に
は
こ
の
多

元
主
義
者
の
グ
ル
ー
プ
が
、
宗
教
の
﹁
本
質
主
義
者
﹂
に
み
え
た
。

﹁
本
質
主
義
者
﹂
は
、
宗
教
の
プ
ラ
ト
ン
的
な
イ
デ
ア
の
よ
う
な

何
か
を
想
定
し
て
、
そ
れ
が
﹁
彼
ら
の
﹂
間
で
は
、
宗
教
の
﹁
規

範
﹂
と
し
て
機
能
し
て
い
る
、
彼
は
そ
う
理
解
し
て
批
判
し
て
い

る
。
し
か
し
、
わ
た
し
に
は
そ
れ
は
カ
ブ
の
誤
解
で
あ
っ
て
、﹁
宗

教
の
本
質
﹂
と
は
﹁
人
間
に
お
け
る
︿
い
の
ち
﹀
の
直
接
的
顕
現
＝

証
覚
﹂
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
自
身
が
﹁
対
話
を
超
え
て
﹂
求
め
た

地
平
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

0
 

七
〇
年
代
に
入
っ
て
、
八
木
誠
一
﹃
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
接
点
﹄

︵
法
蔵
館　

一
九
七
五
年
︶、
そ
れ
を
契
機
に
、
滝
沢
克
己
・
八
木

誠
一
編
著　

秋
月
龍
珉
・
中
村
悦
也
共
著
﹃
神
は
ど
こ
に
見
出
さ

れ
る
の
か
﹄︵
三
一
書
房　

一
九
七
七
年
︶、
更
に
八
木
誠
一
・
阿

部
正
雄
編
著　

秋
月
龍
珉
・
本
多
正
昭
共
著
﹃
仏
教
と
キ
リ
ス
ト

教—
滝
沢
克
己
と
の
対
話
を
求
め
て—

﹄︵
三
一
書
房　

一
九
八
一

年
︶
な
ど
が
出
版
さ
れ
る
。
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a
 

︿
自
然
﹀
の
再
生
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
人
間
存
在
の
円
環
的
全
関

連
の
再
生
の
問
題
で
あ
る
。

八
木
洋
一
氏
は
発
足
当
初
か
ら
ず
っ
と
こ
の
学
会
に
関
わ
っ
て
お
ら

れ
る
が
、私
は
十
年
ほ
ど
な
の
で
、知
ら
な
い
こ
と
を
色
々
教
え
ら
れ
た
。

ま
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
後
の
言
及
と
関
連
す
る
こ
と
で
補
足
的
な
説
明

を
お
願
い
し
た
い
。
私
は
国
際
学
会
の
支
部
と
い
う
こ
と
に
期
待
し
て

い
た
面
が
あ
る
の
で
、
八
八
年
にEast-W

est Religions Project

の
会
員

登
録
が
廃
止
に
な
っ
た
事
情
を
お
聞
き
し
た
い
。
ま
た
以
前
は
学
会
の

記
録
が
﹃
大
乗
禅
﹄
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
関
係
を
お
尋
ね
し

た
い
。

さ
て
、
こ
の
報
告
に
は
二
つ
の
見
取
り
図
、
す
な
わ
ち
、
人

間
存
在
の
﹁
概
念
ネ
ッ
ト
﹂
と
、
異
宗
教
間
対
話
の
﹁
方
法
論

的
反
省
﹂
が
あ
る
。
後
者
の
見
取
り
図
に
従
っ
て
実
際
の
回
顧

と
反
省
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
ま
ず
検
討
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
第
一
の
見
取
り
図
の
問
題
を
考
察
し
た
い
。

方
法
論
的
な
﹁
だ
れ
﹂
の
問
題
は
、こ
の
学
会
の
場
合
、﹁
何
を
﹂

の
問
題
が
、
今
ま
で
の
﹁
我
が
国
﹂
の
﹁
対
話
の
成
果
﹂
と
し

レ
ス
ポ
ン
ス

松
岡
由
香
子



 

て
は
じ
め
に
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
実
現
し
て
い
る
人
の

話
を
聞
く
︵
ど
の
よ
う
に
︶
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
た
こ
と
で

連
動
し
て
い
る
。

﹁
だ
れ
﹂
に
関
し
て
八
木
氏
は
メ
ン
バ
ー
に
﹁
多
元
主
義
的
立

場
へ
の
﹃
宗
教
的
ル
ビ
コ
ン
渡
河
﹄
を
本
心
か
ら
願
い
、
摸
索

し
て
い
る
か
﹂
と
問
う
の
だ
が
、
講
演
者
や
テ
ー
マ
と
な
っ
た

十
三
人
の
中
で
実
際
﹁
渡
っ
て
い
る
﹂
と
い
え
る
人
は
、
キ
リ

ス
ト
教
か
ら
の
若
干
名
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仏

教
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
性
に
触
発
さ
れ
て
自
己
変
革
を
と

げ
た
人
は
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
何
故
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
ば
か

り
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
氏
が
説
明
す
る
三
つ
の
橋
に
よ
る
﹃
ル
ビ
コ
ン
渡
河
﹄

が
妥
当
か
ど
う
か
は
充
分
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
な
ぜ
鈴
木
大
拙
、
久
松
真
一
、
田
辺
元
、
井
筒
俊
彦
、

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
、
と
問
わ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
問
題
提
起
者
と
は
な
る
が
、﹁
対
話

の
成
果
﹂
に
な
る
だ
ろ
う
か
。﹁
対
話
の
成
果
﹂
を
話
せ
る
人
と

い
え
ば
、
押
田
成
人
、
門
脇
佳
吉
、
愛
宮
・
ラ
サ
ー
ル
、
Ｔ
・
Ｇ
・

ハ
ン
ド
、
ル
ー
ベ
ン
・
ア
ビ
ト
︵
み
な
カ
ト
リ
ッ
ク
︶
ら
が
思

い
浮
か
ぶ
が
、
そ
の
名
が
出
な
い
の
は
、︵
本
学
会
の
ベ
ー
ス
を

形
づ
く
る
︶
京
都
学
派
で
な
い
か
ら
だ
ろ
う
か
。

﹁
な
に
を
﹂
に
つ
い
て
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
９
つ
の
テ
ー
マ
に

対
し
、
氏
は
方
法
論
に
基
づ
い
た
太
い
線
が
あ
る
か
ど
う
か
問

う
。
確
か
に
そ
う
な
の
だ
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
キ
リ
ス
ト

教
に
欠
け
が
ち
な
自
然
、
身
体
な
ど
で
、
こ
れ
も
東
宗
教
寄
り

と
い
え
よ
う
。
自
由
発
表
は
、
若
手
の
問
題
意
識
を
汲
み
取
り
、

テ
ー
マ
を
広
げ
う
る
よ
い
機
会
だ
っ
た
は
ず
だ
が
、
聞
き
放
し

で
、
問
題
を
深
め
て
継
続
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
残
念
な

気
が
す
る
。

こ
の
学
会
が
追
求
し
た
こ
と
は
ひ
た
す
ら
﹁
宗
教
の
本
質
﹂

で
あ
り
、
そ
れ
は
両
宗
教
の
共
通
基
盤
﹁
人
間
に
お
け
る
い
の

ち
の
直
接
的
顕
現
と
し
て
の
直
接
経
験
の
構
造
﹂
と
し
て
明
ら

か
に
さ
れ
、
そ
の
対
話
の
成
果
と
し
て
﹁
西
谷
啓
治
研
究
﹂
で

世
界
に
遺
憾
な
く
示
さ
れ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ

れ
は
氏
が
い
み
じ
く
も
﹁
本
地
垂
迹
﹂
と
示
し
た
東
洋
の
伝
統

的
宗
教
構
造
の
謂
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ︵
不
二
︶

と
も
本
覚
始
覚
思
想
と
も
呼
ば
れ
う
る
そ
れ
が
、
キ
リ
ス
ト
教

に
も
共
通
す
る
基
盤
だ
と
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
は
じ
め
大
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方
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
は
認
め
難
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か1

。

そ
れ
は
あ
た
か
も
キ
リ
ス
ト
教
・
ユ
ダ
ヤ
教
・
イ
ス
ラ
ー
ム

︵
ま
っ
た
く
同
じ
神
！
︶
が
鬩
ぎ
あ
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て

Ｊ
・
ヒ
ッ
ク
に
よ
っ
て
﹁
名
づ
け
ら
れ
な
い
神
﹂﹁
ひ
と
つ
の
実

在
﹂
と
し
て
上
へ
の
超
越
と
し
て
抽
象
化
さ
れ
た
こ
と
に
対
す

る
、
東
洋
に
共
通
す
る
宗
教
教
理
構
造
と
し
て
観
念
的
な
下
へ

の
超
越
で
は
あ
る
ま
い
か
。

方
法
論
的
反
省
に
お
い
て
、
八
木
氏
は
こ
の
学
会
は
﹁
宗
教

の
形
﹂
の
絶
対
性
を
問
題
化
し
な
か
っ
た
、
と
指
摘
し
て
お
ら

れ
る
。
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
が
、
さ
り
な
が
ら
、
い
っ
た

い
﹁
宗
教
の
形
﹂
の
絶
対
性
は
、
す
で
に
論
じ
ら
れ
た
﹁
歴
史

批
判
的
意
識
﹂
に
お
い
て
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
だ
。
む
し
ろ
東

洋
で
い
え
ば
、
形
は
儒
・
老
荘
・
仏
で
は
相
似
で
あ
り
、
イ
ン

ド
の
仏
教
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
・
ジ
ャ
イ
ナ
教
は
坐
禅
・
乞
食
と

い
う
実
践
と
形
に
お
い
て
も
、
も
っ
と
近
い
。
歴
史
的
に
は
中

国
に
お
け
る
三
教
一
致
と
い
う
立
場
も
あ
り
、
仏
教
は
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教
に
飲
み
込
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
本
質

に
お
け
る
絶
対
的
区
別
を
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
や
道
元
、
親
鸞

は
明
ら
か
に
し
て
い
る
。絶
対
性
と
い
う
の
は
、ど
こ
ま
で
も﹁
宗

教
の
本
質
﹂︵
そ
れ
が
﹁
形
﹂
と
﹁
実
践
﹂
を
規
定
す
る
︶
に
つ

い
て
い
わ
れ
る
べ
き
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
私
に
と

っ
て
﹁
直
接
経
験
の
証
覚
﹂
と
は
、
イ
エ
ス
と
の
出
会
い
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
﹁
第
二
の
接
触
﹂、
垂
迹
、
形
の
問
題
で
﹁
宗
教

の
本
質
﹂
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
仏
教
は
、
言
い
表
し
難
い

そ
の
東
洋
諸
宗
教
と
の
﹁
違
い
﹂、
そ
う
い
う
意
味
で
の
絶
対
性

を
守
る
た
め
膨
大
な
文
献
を
産
ん
だ
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
学
会
で
絶
対
性
の
問
題
が
ど
う
な
っ
た
の
か
、
私
も
疑
問

に
思
う
。

さ
て
、
こ
の
学
会
が
世
界
で
も
稀
な
﹁
特
権
的
位
置
﹂
を
持

つ
か
ど
う
か
は
、学
会
の
意
味
が
﹁﹃
自
然
的
／
歴
史
・
文
化
的
／

宗
教
的
﹄
情
況
全
体
と
の
関
連
で
問
わ
れ
る
﹂
と
八
木
氏
が
言

わ
れ
る
と
お
り
な
の
で
、
概
念
ネ
ッ
ト
の
問
題
に
移
り
た
い
。

八
木
氏
は
近
現
代
を
︿
資
本
﹀
主
義
と
言
い
表
し
、
そ
れ
が

な
ぜ
古
代
中
世
の
︿
神
﹀
主
義
に
と
っ
て
代
っ
た
か
を
ヴ
ェ
ー

バ
ー
を
引
き
合
い
に
出
し
て
論
じ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
問
題

は
非
常
に
大
事
で
あ
る
と
思
う
の
で
、
少
し
詳
し
く
み
て
み
た

い
。彼

に
よ
れ
ば
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
が
救
い
の
確
証
を
自
ら
の



 

︿
業
績
﹀
に
よ
っ
て
確
か
め
ず
に
は
お
れ
な
い
よ
う
に
作
用
し
た

の
で
、︿
業
績
﹀
主
義
の
エ
ー
ト
ス
︵
世
界
内
禁
欲
主
義
的
倫
理
︶

を
形
成
し
、
貨
幣
を
資
本
と
し
て
蓄
積
す
る
資
本
主
義
を
促
し

た
。︿
資
本
﹀
主
義
で
は
資
本
が
神
に
代
っ
て
人
を
つ
な
ぎ
世
界

を
成
り
立
た
せ
る
媒
体
な
の
で
、
人
間
存
在
の
宗
教
的
契
機
の

喪
失
を
伴
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
眼
目
が
ず
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー

は
、
ま
さ
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
エ
ー
ト
ス
す
な
わ
ち
世
俗
職

業
︵
神
の
召
命
︶
に
対
す
る
勤
勉
は
、
恵
み
と
し
て
の
救
い
の

確
証
で
あ
り
、
業
績
と
い
う
よ
り
は
、
救
わ
れ
た
者
の
証
と
し

て
な
さ
れ
る
正
直
、
勤
勉
、
約
束
履
行
、
時
間
的
正
確
さ
と
い

う
生
き
方
に
お
け
る
倫
理
的
エ
ー
ト
ス
が
資
本
主
義
の
形
成
に

与
し
た
と
い
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
資
本
が
神
に
代
る
媒
体

と
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
神
の
為
の
世
俗
内
禁
欲
が
、
所
有
の

享
楽
、
消
費
、
わ
け
て
も
時
の
浪
費
を
禁
ず
る
が
ゆ
え
、
財
の

獲
得
、
利
潤
の
追
求
が
宗
教
に
と
っ
て
合
法
化
さ
れ
た
の
で
あ

り
、
ま
た
市
場
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
排
除
さ
れ
た
か
ら
貨
幣
が

︿
資
本
﹀
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
利
子
と
し
て
貨
幣
が
貨
幣
を

産
む
と
い
う
資
本
主
義
の
仕
組
み
に
よ
り
、
貨
幣
が
交
換
価
値

か
ら
利
殖
価
値
に
変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

近
代
初
期
に
は
資
本
主
義
の
形
成
と
宗
教
的
敬
虔
に
は
矛
盾

が
な
い
と
思
わ
れ
た
か
ら
、
実
際
は
福
音
と
反
す
る
こ
の
傾
向

に
、
教
会
が
何
の
歯
止
め
も
果
た
せ
ず
、
か
の
Ｂ
・
フ
ラ
ン
ク

リ
ン
の
一
文2

へ
と
結
晶
す
る
よ
う
な
世
俗
化
が
起
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

氏
は
宗
教
的
契
機
の
喪
失
が
ど
う
し
て
起
り
、
ど
う
い
う
意

味
な
の
か
、
と
問
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
は
異
質
な
啓
蒙
主
義︵
呪
術
か
ら
の
解
放
︶、

そ
の
影
響
に
よ
る
科
学
の
発
達
、
合
理
主
義
に
負
う
面
も
多
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
七
十
年
代
ま
で
は
、
無
神

論
は
共
産
主
義
と
結
び
つ
き
、
資
本
主
義
︵
多
く
は
自
由
主
義
︶

は
宗
教
的
勢
力
と
さ
れ
た
の
で
、
諸
宗
教
対
話
も
擬
似
宗
教
と

し
て
の
共
産
主
義
に
対
抗
す
る
と
い
う
意
識
も
含
ん
で
な
さ
れ

た
︵
Ｐ
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
な
ど
︶
こ
と
も
あ
っ
た
。

二
回
の
大
戦
と
そ
の
後
の
世
界
が
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

こ
で
少
し
遡
っ
て
宗
教
対
話
の
気
運
と
深
く
か
か
わ
っ
た
欧
米

の
歴
史
的
経
済
的
社
会
的
事
情
に
触
れ
た
い
。
キ
リ
ス
ト
教
は

カ
ト
リ
ッ
ク
の
対
抗
宗
教
改
革
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
も
、
と
も
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に
世
界
宣
教
と
植
民
地
支
配
を
矛
盾
の
な
い
も
の
と
し
て
遂
行

し
て
き
た
が
、
そ
れ
が
如
何
に
独
善
的
、
抑
圧
的
で
あ
っ
た
か

が
深
刻
に
反
省
さ
れ
た
。
例
え
ば
ガ
ン
ジ
ー
に
よ
る
イ
ン
ド
独

立
で
、
彼
の
奉
ず
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
高
貴
さ
は
キ
リ
ス
ト
教

の
絶
対
性
に
大
き
な
疑
問
符
を
突
き
付
け
た
。
資
本
主
義
は
必

然
的
に
大
量
消
費
で
あ
る
戦
争
を
要
請
す
る
し
、
科
学
技
術
の

発
達
は
、
核
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
も
ま
ず
は
戦
争
の
た
め
で
あ

る
。
今
、
ク
ル
セ
ー
ド
と
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
を
武
力
攻
撃

す
る
心
情
は
、
こ
の
︿
資
本
﹀
主
義
的
エ
ー
ト
ス
の
延
長
上
に

あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
﹁
伝
統
的
な
宗
教
象
徴
全
体
﹂
で
は
な
く
、
欧

米
キ
リ
ス
ト
教
︵
と
日
本
仏
教
︶
が
戦
争
と
搾
取
に
歯
止
め
を

か
け
え
な
か
っ
た
の
で
、﹁
人
々
に
直
接
経
験
を
喚
起
し
、
支

え
担
う
力
を
失
っ
た
﹂
の
で
あ
ろ
う
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
健
在
で

あ
り
、
欧
米
の
求
道
心
は
ア
ジ
ア
へ
向
け
ら
れ
、
ニ
ュ
ー
エ
イ

ジ
宗
教
と
よ
ば
れ
る
現
象
を
生
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
ア
ジ
ア
宗

教
が
、
た
と
え
ば
﹁
老
子
﹂
の
無
為
、
無
用
の
用
な
ど
︿
資
本
﹀

主
義
エ
ー
ト
ス
と
は
反
対
の
エ
ー
ト
ス
を
持
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

滝
沢
克
己
、八
木
誠
一
、延
原
時
行
、そ
し
て
高
尾
利
数
︵﹃
ブ

ッ
ダ
と
は
誰
か
﹄︶
ら
は
、
か
つ
て
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
論
陣
を

張
っ
た
文
字
通
り
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
︵
私
も
︶
で
あ
り
、
仏
教

に
接
近
し
た
。
日
本
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
こ
の
よ
う
に
起
っ

た
こ
と
は
、い
ま
欧
米
の
大
き
な
潮
流
と
な
っ
て
い
る
。例
え
ば
、

フ
ラ
ン
ス
︵
カ
ト
リ
ッ
ク
圏
︶
で
は
あ
る
弟
子
丸
泰
仙
の
グ
ル

ー
プ
は
毎
夏
二
千
人
以
上
の
本
部
接
心
参
加
者
が
あ
り
、
国
内

に
百
五
十
の
支
部
を
持
つ
し
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
参
加
し
て
い

る
人
は
も
っ
と
数
が
多
い
ら
し
い
し
、
ベ
ト
ナ
ム
僧
テ
ィ
ク
・

ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
の
サ
ン
ガ
も
盛
ん
で
あ
る
。
加
え
て
旧
植
民
地

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
な
ど
か
ら
の
移
民
に
よ
り
イ
ス
ラ
ー
ム
も
非
常

に
盛
ん
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
イ
ス
ラ
ー
ム
に
触
れ
入
信
し
た
日
本

人
も
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

な
ぜ
主
要
宗
教
が
仏
教
だ
っ
た
日
本
が
世
俗
化
の
一
途
を
辿

っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
私
が
い
う
べ
き
任
で
は
な
い
が
、

外
的
な
廃
仏
毀
釈
、
内
的
な
僧
侶
の
妻
帯
や
葬
式
仏
教
な
ど
の

堕
落
、
国
家
の
戦
争
へ
の
協
力
、
そ
れ
が
た
め
の
戦
後
の
空
白

な
ど
が
あ
り
、
資
本
主
義
の
発
達
に
関
し
て
は
江
戸
期
に
育
ま

れ
た
合
理
精
神
や
﹁
労
働
は
美
徳
﹂
と
い
う
日
本
的
エ
ー
ト
ス

が
作
用
し
て
も
い
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
が
変
革



 

の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
と
は
残
念
な
が
ら
思
え
な
い
。

最
後
に
こ
の
学
会
の
今
後
の
役
割
、
意
味
の
吟
味
に
移
り
た

い
。こ

の
よ
う
な
日
本
で
は
八
木
氏
が
い
う
よ
う
に
、
宗
教
的
契

機
の
喪
失
、
世
俗
化
と
い
う
「
こ
の
事
態
を
ど
う
捉
え
、
こ
れ

に
ど
う
対
処
す
る
の
か
、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
課
さ
れ
た
最
も

根
本
的
で
、
最
大
の
課
題
で
あ
り
続
け
て
い
る
」
の
だ
と
い
う

点
は
同
感
す
る
。

一
、
だ
が
、
方
法
論
吟
味
の
中
で
八
木
氏
が
学
会
の
特
権
的

位
置
と
名
指
す
「
宗
教
の
本
質
を
専
ら
追
求
す
る
こ
と
」
で
そ

れ
が
果
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、「
宗
教
の
本
質
」
論
は
大

事
だ
ろ
う
が
、
従
来
の
よ
う
な
東
洋
の
宗
教
に
傾
斜
し
た
方
法

論
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
学
会
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
本
質
と

し
て
の
「
共
通
の
基
盤
」、
共
通
に
立
脚
す
る
「
形
」「
実
践
」

が
禅
で
あ
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
の
か
。
そ
れ
は
”Zen and 

W
ar

”
や
『
本
覚
思
想
批
判
』（
松
本
史
朗
、
袴
谷
憲
昭
）
な
ど

の
批
判
と
無
関
係
で
す
む
だ
ろ
う
か
。
な
に
か
方
法
論
に
根
本

的
な
見
直
し
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
、「
失
わ
れ
た
宗
教
的
契
機
の
恢
復
の
た
め
のrelevant

な
宗
教
象
徴
の
創
造
」
を
八
木
氏
は
提
起
さ
れ
、
そ
の
例
と
な

り
う
る
も
の
を
八
木
誠
一
氏
の
宗
教
言
語
の
記
号
化
の
試
み
に

見
て
お
ら
れ
る
。
私
は
記
号
論
が
分
か
ら
ず
、
そ
の
妥
当
性
を

云
々
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
記
号
化
こ
そ
、
デ
カ
ル
ト
に

よ
っ
て
Ｘ
軸
Ｙ
軸
が
発
明
さ
れ
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
よ
っ
て
微
積

分
が
出
来
、
行
列
や
集
合
論
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
発
展
に
資

し
て
い
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
〈
資
本
〉
主
義
を
「
可
能
と
す
る

近
現
代
の
特
異
な
〈
知
と
実
践
〉
と
し
て
の
〈
科
学
〉
お
よ
び
〈
技

術
〉」
の
先
鋭
的
基
礎
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
に
は
記
号
が
宗
教

象
徴
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
想
像
の
外
で
あ
る
。
む
し

ろ
文
明
を
高
度
に
進
化
さ
せ
る
「
人
間
の
知
」
が
、
今
、
問
わ

れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。「
失
わ
れ
た
宗
教
的
契
機
の
恢
復
」

は
、〈
資
本
〉
主
義
で
は
な
い
生
き
方
の
エ
ー
ト
ス
の
再
発
見
に

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の

学
会
は
な
に
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

三
、
方
法
論
と
し
て
の
「
宗
教
の
実
践
」
は
、
や
は
り
「
禅

の
立
場
」
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
モ
ー
レ
ツ
社
員
に
な
る
た
め

に
禅
が
実
践
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。論
旨
か
ら
い
っ
て
も〈
資
本
〉

主
義
を
超
克
す
る
契
機
抜
き
に
、
新
た
な
宗
教
の
実
践
は
な
い
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の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

最
後
に
氏
の
促
す
「
ル
ビ
コ
ン
渡
河
」
は
、
一
歩
あ
や
ま
れ

ば
新
宗
教
や
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
と
な
る
。
私
自
身
、
そ
の
淵

に
立
ち
、
解
釈
学
的
主
体
や
宗
教
改
革
者
ど
こ
ろ
か
、
ど
ち
ら

で
も
救
わ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
惧
に
つ
き
ま
と
わ

れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
会
の
規
約
に
目
的
と
し
て
挙
げ
ら

れ
て
い
る
こ
と
の
達
成
は
ま
だ
ま
だ
未
完
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

注

1
 

共
通
点
の
難
し
さ
を
、
例
え
ば
Ｔ
・
マ
ー
ト
ン
は
、
こ
う
言
う
。「
キ

リ
ス
ト
教
と
禅
を
並
べ
て
比
較
す
る
こ
と
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
で

き
な
い
相
談
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
数
学
と
テ
ニ
ス
を
比
較

し
て
み
よ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。」「
そ
の
よ
う
な
（
仏

教
キ
リ
ス
ト
教
の
真
の
）
共
通
点
を
見
い
だ
す
こ
と
は
今
な
お
、

事
実
上
、
不
可
能
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
キ
リ
ス
ト
教
と
は
な

に
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。（
中
略
）
キ
リ
ス
ト
教
と

い
え
ば
、
無
条
件
に
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
考
え
ら
れ
て

い
る
と
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

教
会
も
含
む
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
は

ル
ッ
タ
ー
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
ボ
ン
フ
ェ
ッ
フ
ァ
ー
の
で

あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
「
神
は
死
ん
だ
」
と
説
く
人
た
ち
の
で
あ

ろ
う
か
。（『
キ
リ
ス
ト
教
と
禅
体
験
』
池
本
喬
・
中
田
裕
二
訳
、

エ
ン
デ
ル
レ
書
店
、
一
九
六
九
年
、
一
五
八
、一
六
八
頁
。）

2
 

「
時
は
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
一
日

の
労
働
で
十
シ
リ
ン
グ
を
も
う
け
ら
れ
る
者
が
、
散
歩
の
た
め
だ

と
か
、
室
内
で
懶
惰
に
す
ご
す
た
め
に
半
日
を
費
や
す
と
す
れ
ば
、

た
と
い
娯
楽
の
た
め
に
は
六
ペ
ン
ス
し
か
支
払
わ
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
だ
け
を
勘
定
に
入
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
ほ
か

に
も
な
お
五
シ
リ
ン
グ
の
家
計
を
支
出
、
と
い
う
よ
り
は
抛
棄
し

た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

 

　

信
用
は
貨
幣
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。

 

（
中
略
）

 

　

勤
勉
と
質
素
と
を
別
に
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
仕
事
で
時
間
の
正

確
と
公
平
を
守
る
こ
と
ほ
ど
、
青
年
が
世
の
中
で
成
功
す
る
た
め

に
必
要
な
も
の
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
借
り
た
貨
幣
の
支
払
は
約

束
の
時
間
よ
り
一
刻
も
遅
れ
な
い
よ
う
に
し
た
ま
え
。」（『
世
界

の
名
著
』
五
十 

ウ
ェ
ー
バ
ー
、
尾
高
邦
雄
責
任
編
集
、
中
央
公
論

社
、
一
九
七
五
年
、
一
一
三
～
四
頁
。）


