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は

じ

め

に

本
章
は
、
学
ぶ
人
と
教
え
る
人
と
の
出
会
い
を
主
題
と
す
る
。
「
わ
た
し
が
学
ぶ
」
と
、
「
わ
た
し
が
教
え
る
」
を
主
題
化

し
、
「学
ぶ
」
と

「教
え
る
」
を
、
ひ
と
つ
の
視
点
か
ら
明
ら
か
に
し
て
、
こ
の

「出
会
い
」
が
文
化

の
伝
承
に
と

っ
て
も

つ
意
味
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

人
間
ひ
と
り
ひ
と
り
の
生

―
―
わ
た
し
が
生
き
る
―
―

人
は
生
ま
れ
、
生
き
、
そ
し
て
死
ぬ
。
誕
生
か
ら
―
―
あ
る
い
は
受
精
か
ら
―
―
死
亡
ま
で
の
時
間
は
、
長
短
の
ち
が
い

は
あ
れ
、
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
限
ら
れ
た
時
間
を
、
人
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
お
の
お
の
の
仕
方
で
生
き

る
。
人
間
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
か
け
が
え
の
な
い
、
そ
の
人
に
独
自
な
生
を
生
き
る
。

①
　
「
生
き
る
」
と

「
死
ぬ
」

生
と
死
は
、
「生
／
死
」
と
い
う
非
対
称
的
な
対
の
パ
タ
ー
ン
を
な
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
死
を
理
解
す
る
こ
と
が
で

き

る

の

は

、

生

を

体

験

的

に
直

接

に

理

解

し

て

い

る

か

ら

こ

そ

で

あ

る

。

「
死

は

生

の
否

定

で

あ

る

。
」

「
死

ぬ
」

と

は

、

「
も

は

や

生

き

て

い
な

い
」

こ
と

で

あ

る

。

で

は

、

逆

に
、

生

は

死

の
否

定

で

あ

ろ

う

か

。

「
生

き

る
」

と

は

「
ま

だ

死

な

な

い
」

こ
と

で

は

な

い
。

「
ま

だ

死

な

な

い
」

だ

け

の

「
生

き

る
」

は

、

真

に

人

間

と

し

て

の

「
生

き

る
」

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

。

「
生

き

る
」

に
は

、

「
死

ぬ

こ
と

を

避

け

る

た

め

の
生

き

る

」

と

、

「
生

き

生

き

と

生

き

る
」

と

が

あ

る

。

死

ぬ

こ
と

を

恐

れ

て

、

し

た

く

な

い

こ
と

を

、

死

な

な

い
た

め

に

、

や

む

を

得

ず

し

つ

つ
生

き

る
時

の

「
生

き

る
」
。

生

き

る
喜

び

の

た

め

に

、

し

た

い

か

ら

こ

そ

し

つ

つ
生

き

る
時

の

「
生

き

る
」
。

こ

の
両

者

の
差

異

は

、

た

だ

ひ

と

時

の

「
生

き

る
」

だ

け

に

見

ら

れ

る

差

異

で

は

な

い
。

そ

れ

は

、

ひ

と

り

ひ

と

り

の
人

の
生

き

か

た

全

体

に

も

か

か

わ

る

差

異

で

あ

る

。

人

は

「
生

き

る
」

た

め

に

は

、

し

た

く

な

い

こ
と

も

す

る

。

だ

が

、

し

た

く

な

い

こ
と

を

す

る

の
は

、

し

た

い

こ
と

を

す

る

た

め

な

の

で

あ

る

。

人

は

、

し

た

く

な

い

こ
と

を

し

た

い

こ
と

だ

と

、

努

め

て
思

い
込

も

う

と

す

る

こ
と

が

あ

る

。

そ

し

て

、

人

は

そ

う

思

い
込

む

こ
と

も

で

き

る

。

ま

た

、

時

に

は

、

し

た

く

な

か

っ
た

こ
と

が

、

し

た

い

こ
と

に
、

変

わ

る

こ
と

も

あ

る

。

逆

に
、

し

た

い

こ
と

が

、

し

た

く

な

い

こ
と

に
変

わ

り

も

す

る

。

こ
う

し

て

み

る

と

、

「
生

き

る
」

と

は

、

し

た

い

こ
と

し

た

く

な

い

こ
と

、

求

め

る

も

の
避

け

る

も

の

が

、

そ

の
時

々

に

、

さ

ま

ざ

ま

に
変

わ

る

こ
と

で

あ

る

、

と

も

言

え

ス
リ
。た

と
え
ば
、
七
十
八
歳
に
な
っ
た
芦
田
恵
之
助
は
、
自
ら
の
一
生
を
顧
み
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

私

が
、

こ
の
世

に
生

ま

れ

て
、
最

初

に
求

め

た

も

の
は
生

で
あ

っ
た

で
し

ょ
う
。

無

意

識

で
は

あ

る

が
、

生

を
求

め

て
母

の
乳

房

を
吸

っ
た

の

で
し

ょ
う
。

泣

い

て
空

腹

を

う

っ
た

え

た

の
で
し

ょ
う
。

次

に
求

め

た

も

の
は

、
名

で
し

ょ
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う
か
。
ほ
め
ら
れ
た
さ
に
し
た
こ
と
は
、
幼
い
時
か
ら
ど
れ
ほ
ど
あ

っ
た
か
知
れ
ま
せ
ん
。
次
に
は
利
に
め
ざ
め
て
、

こ
れ
を
追
い
は
じ
め
た
よ
う
で
す
。
ひ
た
す
ら
に
立
身
出
世
を
求
め
て
、
人
間
の
は
か
ら
い
の
浅
ま
し
さ
を
知
り
ま
し

た
。
次
に
道
を
求
め
法
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
書
の
上
に
、
行
の
上
に
、
求
め
求
め
て
、
道
は
脚
下
に
存
し
、

法
は
お
の
れ
に
行
わ
る
る
こ
と
を
悟
り
ま
し
た
。
こ
の
理
す
こ
ぶ
る
明
晰
、
さ
ら
に
迷
う
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
で
も
物
に
接
し
、
事
に
触
れ
て
、
念

々
一
切
の
境
に
安
ん
ず
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
を
求
め
て
、

幾
年
、
よ
う
よ
う
に
唯
楽
し
と
思
う
に
至
り
ま
し
た
。
生

。
名

・
利

・
道

・
安

・
楽
、
私
は
私
な
り
に
求
め
た
あ
と
を

顧
み
て
、
ひ
そ
か
に
面
白
い
と
思
う
の
で
髭
。

「
生

・
名

・
利

・
道

・
安

・
楽
」
、
ア）
れ
ら
が
、
恵
之
助
が
そ
の
生
に
お
い
て
、
そ
の
時

々
に
最
も
強
く
求
め
た
も

の
の

一
生
を
通
じ
て
の
変
化
で
あ

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る

「
生
」
は
、
さ
き
に
述
べ
た

「
生
き
る
」
の

中
心
を
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
人
に
よ
り
、
た
と
え
ば
、
「名
」
や

「
利
」
を

一
生
追
い
求
め
続
け
る
人
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、

同
時
に
、
二
つ
、
三
つ
を
求
め
る
時
も
、
人
も
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
求
め
る
時
、
そ
の
た
め
に
、
し
た
い
こ

と
し
た
く
な
い
こ
と
、
す
る
こ
と
し
な
い
こ
と
が
変
化
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
変
化
す
る
時
、
「
生
き
る
」
も
変
化
し

て
行
く
。

人
は
だ
れ
で
も
、
「
わ
た
し
」
と
し
て
生
き
て
い
る
。
「
わ
た
し
が
生
き
る
」
、
「
あ
な
た
が
生
き
る
」
、
そ
し
て

「
だ
れ
か

が
生
き
る
」
。

こ
れ
ら
三
つ
の

「
生
き
る
」
の
間
に
は
、　
一
見
そ
れ
ほ
ど
の
差
異
は
な
い
。
で
は
、
「
わ
た
し
が
死
ぬ
」
、
「
あ

な
た
が
死
ぬ
」
、
そ
し
て

「
だ
れ
か
が
死
ぬ
」
、
ア」
れ
ら
二
つ
の
間
の
差
異
は
ど
う
か
。
こ
の
三
つ
の
間
に
は
、
決
定
的
な
差

異
が
あ
る
。
「
わ
た
し
が
死
ぬ
」
時
、
わ
た
し
に
と

っ
て
は
、
す
べ
て
が
消
滅
す
る
。
「
あ
な
た
が
死
ぬ
」
時
、
た
と
え
ば

「
わ
た
し
」
が
心
か
ら
愛
す
る
人
が
死
ぬ
時
、
「
わ
た
し
」
は
そ
の
死
を
わ
が
こ
と
の
よ
う
に
嘆
き
悲
じ
む
。
し
か
し
、
何

処
と
も
知
ら
ぬ
地
で
、
だ
れ
と
も
知
ら
ぬ
人
が
死
ぬ
こ
と
を
知

っ
て
も
、
「
わ
た
し
」
は
、
同
じ
よ
う
に
嘆
き
悲
じ
む
こ
と

は
し
な
い
。
こ
の
二
つ
の

「
死
ぬ
」
の
間
の
差
異
は
決
定
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
三
つ
の

「
生
き
る
」
の

間
に
あ
る
決
定
的
な
差
異
に
気
付
く
の
で
あ
る
。

客
観
的
な
、
科
学
的
学
問
的
研
究
が
、
人
の

「
生
き
る
」
と

「
死
ぬ
」
を
問
題
と
す
る
時
、
「
だ
れ
か
が
生
き
る
」
と

「だ
れ
か
が
死
ぬ
」
の
み
を
問
題
と
す
る
傾
き
が
、
こ
れ
ま
で
強
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ（元
。

人
の

「生
き
る
」
の
意
味
を
語
り
尽
く
す
こ
と
な
ど
到
底
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
こ
こ
で
は
、
考
察
に
必
要
な
限
り
に
お

い
て
、
た
だ
、
そ
の
幾
つ
か
の
契
機
と
そ
れ
ら
の
つ
な
が
り
を
、
粗
描
す
る
の
み
で
あ
る
。

②
　
生
き
て
い
る
こ
と
の
意
味

わ
た
し
は
い
ま
生
き
て
い
る
。

わ
た
し
が
ベ
ン
ド
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
仮
り
に
わ
た
し
が
死
に
、
同
じ
形
で
同
じ
ベ
ン
ド
に
、
亡
骸

―
―
死
体
―
―
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
と
想
像
し
て
み
よ
う
。
た
と
え
、
外
形
は
全
く
同

一
と
し
て
も
、
両
者
の
間
に
は

大

へ
ん
な
差
異
が
あ
る
。
死
ん
だ
わ
た
し
の
亡
骸
は
、
物
体
と
し
て
―
―
少
な
く
と
も
物
体
に
近
い
も
の
と
し
て
、
―
―
存



243  Ⅷ 学ぶ人 と教える人 との出会い
２
　
　
　
在
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
を
見
る
わ
た
し
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
生
き
て
い
る
わ
た
し
は
、
生
き
た
人
間

２
　
　
　
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

わ
た
し
が
生
き
た
人
間
で
あ
る
の
は
、
わ
た
し
が

「動
く
」
か
ら
で
も
、
「熱
い
」
か
ら
で
も
、
「血
が
あ
る
」
か
ら
で
も

（４
）

な

い
。

生
き
て
い
る
わ
た
し
は
わ
た
し
の
身
体
を
生
き
て
い
る
。
わ
た
し
の
身
体
は
わ
た
し
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
わ
た
し
の
身

体
が
横
た
わ
る
時
、
わ
た
し
も
横
た
わ
る
。
わ
た
し
だ
け
立

っ
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
た
し
の
身
体
が
傷
つ
く
時
、

わ
た
し
も
傷
つ
く
。
わ
た
し
が
右
手
で
自
分
の
左
手
に
触
れ
る
時
、
右
手
は
触
れ
、
左
手
は
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
わ
た
し
の

身
体
は
こ
の
よ
う
に
、
主
体
と
客
体
の
両
性
格
を
兼
ね
具
え
て
い
る
。
わ
た
し
の
眼
が
見
え
な
く
な
る
と
、
わ
た
し
が
失
明

す
る
。
そ
し
て
わ
た
し
の
世
界
も

一
変
す
る
。

ま
た
、
生
き
て
い
る
わ
た
し
は
、
時
間
を
生
き
て
い
る
。
わ
た
し
の
歴
史
を
い
ま
生
き
て
い
る
。
わ
た
し
は
、
わ
た
し
の

過
去
を
背
負
い
な
が
ら
、
将
来

へ
と
向
か
い
つ
つ
、
現
在
を
生
き
て
い
る
。
ま
た
、
わ
た
し
は
、
過
去
の
世
界
を
生
き
た
り
、

将
来
の
世
界
を
生
き
た
り
も
す
る
。
た
と
え
ば
、
懐
か
し
い
時
を
想
起
し
、
回
想
し
、
思
い
出
に
ふ
け
っ
た
り
、
将
来
の
生

活
を
期
待
し
、
希
望
し
、
夢
見
た
り
す
る
。
わ
た
し
は
、
現
実
性
の
み
で
な
く
、
可
能
性
も
必
然
性
も
生
き
て
い
る
。
ま
た
、

（６
）

わ
た
し
は
、
充
実
し
た
時
も
虚
し
い
時
も
生
き
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
わ
た
し
が
生
き
て
い
る
限
り
、
消
え
な
い
。

ま
た
、
わ
た
し
は
空
間
を
生
き
て
い
る
。
わ
た
し
は
わ
た
し
の
生
き
る
空
間
の
中
心
に
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
空
間
は
意

味
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
わ
た
し
に
と

っ
て
、
あ
る
と
こ
ろ
は
、
心
が
安
ら
ぎ
、
く
つ
ろ
げ
る
、
い
つ
ま
で
も
居

た
く
な
る
よ
う
な
、
魅
力
の
あ
る
場
所
で
あ
る
。
わ
た
し
は
そ
こ
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
あ
る
と
こ
ろ
は
、
わ
た

し
に
不
安
と
恐
れ
を
抱
か
せ
る
場
所
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
す
き
が
あ
れ
ば
、
な
ん
と
か
し
て
、
そ
こ
か
ら
逃
げ
出
そ
う
と

す
る
。
し
か
し
、
い
つ
何
処
が
そ
う
で
あ
る
か
は
、
「
わ
た
し
」
と

「
あ
な
た
」
と
で
は
全
く
違
う
か
も
し
れ
な
い
。
わ
た

し
は
、
い
ま
、
わ
た
し
独
自
の
仕
方
で
、
空
間
を
生
き
て
い
る
の
で
あ
（徒

。

ま
た
、
わ
た
し
は
、
す
べ
て
の
存
在
物
を
、
わ
た
し
な
り
の
仕
方
で
知
り
、
わ
か
り
、
意
味
づ
け
、
価
値
づ
け
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
に
は
、
わ
た
し
が
生
き
て
き
た
歴
史
が
現
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
わ
た
し
に
と

っ
て
、
眼
の
前
に
あ
る

こ
の
ペ
ン
は
、
こ
の
手
紙
を
書
く
た
め
に
必
要
な
道
具
だ
。
こ
の
手
紙
は
、
あ
る
人
に
感
謝
の
気
持
を
伝
え
る
手
段
だ
、
な

ど
な
ど
。
こ
の
ベ
ン
は
、
ア）う
し
て
、
目
的
と
手
段
と
い
う
つ
な
が
り
の
網
の
日
の
秩
序
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
意
味
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
が
ベ
ン
で
手
紙
を
書
く
こ
と
を
学
ん
だ
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｆ
）
の

ベ
ン
は
父
の
形
見
だ
」
と
す
る
と
、
こ
の
ペ
ン
の
意
味
づ
け
は
、
わ
た
し
独
自
の
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が

「唯

一

の
形
見
だ
」
と
す
れ
ば
、
ど
ん
な
に
質
素
で
あ
っ
て
も
、
わ
た
し
に
と

っ
て
は
か
け
が
え
の
な
い
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
こ

（８
）

と

に
な

る
。

ま
た
、
わ
た
し
は
、
こ
と
ば
を
そ
う
し
た
秩
序
づ
け
や
意
味
づ
け
の
助
け
と
す
る
。
コ
）
れ
は
ベ
ン
だ
」
と
い
え
ば
、
コ
）

れ
」
が
、
た
だ
単
に
一
つ
の

「
も
の
」
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
文
字
を
書
く
と
き
に
役
立
つ
道
具
／
手
段
と
な
り
う
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ア）と
ば
は
、
わ
た
し
が
生
き
る
世
界
を
意
味
づ
け
、
秩
序
づ
け
て
く
れ
る
。
も
っ
と
も
、
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こ
と
ば
の
働
き
は
あ
ま
り
に
強
力
な
の
で
、
わ
た
し
の
世
界
の
秩
序
づ
け
を
固
定
化
し
て
し
ま
い
、
変
更
し
に
く
く
し
て
し

ま
う
こ
と
さ
え
あ
る
。
ア）と
ば
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
が
固
定
化
さ
れ
る
以
前
の
世
界
―
―

「前
述
語
的
経
験
の
世
界
」
―
―

も
、
ま
た
、
ア）と
ば
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
述
語
的
経
験
の
世
界
と
関
わ
り
つ
つ
、
わ
た
し
の
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
て

い
る
。
こ
と
ば
は
、
ま
た
、
わ
た
し
の
世
界
の
秩
序
づ
け
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。

ま
た
、
こ
と
ば
は
、
わ
た
し
の
世
界
が
あ
な
た
の
世
界
に
、
さ
ら
に
は
、
あ
の
ひ
と
の
世
界
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
だ
れ

か
の
世
界
と
つ
な
が
る
こ
と
を
助
け
て
く
れ
る
。
ア）と
ば
は
、
人
間
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
の
表
現
―
―
意
識
し
て
表
す

「表
現

行
為
」
の
意
味
と
、
思
わ
ず
漏
れ
る

「表
現
動
作
」
あ
る
い
は

「流
露
」
の
意
味
と
、
両
方
を
含
め
て
―
―
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
を
通
じ
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
自
ら
の
世
界
と
他
者
―
―
あ
な
た
、
あ
の
人
、
だ
れ

か
、
な
ど
―
―
の
世
界
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
と
ば
以
外
の
表
現
も
―
―
た
と
え
ば
、
後
述
す

る
絵
画
も
、
映
像
も
、
音
楽
も
、
舞
踊
な
ど
な
ど
も
、
―
―
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
の
仕
方
で
、
こ
と
ば
と
同
様
の
働
き
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

わ
た
し
は
、
わ
た
し
以
外
の
ひ
と
び
と
、
「
他
者
」
と
と
も
に
、
生
き
て
い
る
。
わ
た
し
は
他
者
と
か
か
わ
ら
な

い
で
生

き
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
他
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
の
わ
た
し
と
同
様
に
、
し
か
し
こ
の
わ
た
し
と
は
異
な

る
世
界
を
、
ひ
と
り
の
独
自
な

「
わ
た
し
」
と
し
て
、
生
き
て
い
る
。

わ
た
し
は
、
他
者
を
、
あ
た
か
も

「
も
の
」
の
よ
う
に
、
わ
た
し
の
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
、
「
そ
れ
」
と
し
て
と

ら
え
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
他
者
を
、
わ
た
し
と
同
じ
よ
う
に
人
間
と
し
て
生
き
て
い
る
ひ
と
り
の

「
わ
た
し
」
と
し
て
、

「
あ
な
た
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
他
者
を
手
段

・
道
具
と
し
て
扱

っ
た

「彼
（ナ
ポ
レ
オ
ン
）
は
自

分
の
ま
わ
り
に
存
在
す
る
ひ
と
び
と
を
、
自
分
の
関
心
事
の
た
め
に
計
量
し
利
用
す
べ
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
性
能
を
そ
な
え
た

発
動
機
と
見
な
型
ピ

ま
た
、
わ
た
し
は
、
た
だ
単
に
、
い
ま
現
在
、
眼
の
前
に
あ
る
―
―
現
前
し
て
い
必
―
―
、
現
実
の
日
常
的
生
活
世
界
や

労
働
の
世
界
を
生
き
る
だ
け
で
な
く
、
多
様
な
空
想
的
想
像
物
の
世
界
、
夢
の
世
界
、
科
学
的
理
論
の
世
界
、
な
ど
な
ど
を

生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。　
一
つ
の
現
実
を
、
多
様
に
生
き
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
「
市
民
ケ
ー
ン
」
の
主
人
公
を

オ
ー
ソ
ン
・
ウ
エ
ル
ズ
と
し
て
、
改
め
て
見
直
す
時
の
よ
う
に
。
ンヽ一う
し
て
、
わ
た
し
の
世
界
は
、
「多
元
的
な
現
実
」
と

し
て
、
多
元
的
な
世
界
と
し
て
、
豊
か
に
生
き
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
お
か
げ
で
わ
た
し
は
大
き
な
自
由
を
獲
得
し

（１１
）

て
い
る
。

ま
た
、
わ
た
し
は
世
界
に
、
も
の
ご
と
や
他
者
に
、
働
き
か
け
て
、
変
化
を
お
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ

う
に
変
化
を
お
こ
す
こ
と
を
通
じ
て
、
わ
た
し
の
世
界
が
変
わ
り
、
わ
た
し
自
身
も
変
化
す
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
「
わ
た

し
は
こ
れ
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
も
、
「
あ
た
り
ま
え
」
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
。

ご
く
お
お
ざ
っ
ぱ
に
見
た
だ
け
で
も
、
わ
た
し
は
以
上
の
よ
う
に
、
「
わ
た
し
」
と
し
て
、
わ
た
し
の
世
界
を
生
き
て
い

る
。
世
界
と
わ
た
し
と
は

一
体
で
あ
る
。
わ
た
し
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
て
い
る
世
界
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
た
し
が

変
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
亡
骸
と
し
て
の
わ
た
し
の
身
体
は
、
他
の
無
数
の
物
体
と
同
じ
よ
う
に
、
た
だ
単
に
、
世
界

の
中
に
あ
る
だ
け
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
生
き
て
い
る
わ
た
し
の
身
体
は
、
わ
た
し
と
と
も
に
、
世
界
に
住
み
込
ん
で
い
る
。



６
　
　
　
そ
れ
は
、
わ
た
し
が
世
界
を
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
で
あ
る
わ
た
し
の
身
体
は
、
わ
た
し
の
世
界
の
中
心
を
な

２
　
　
　
し
て
い
る
。

③
　
「学
ぶ
」
と

「教
え
る
」

「学
ぶ
」
も

「教
え
る
」
も

「生
き
る
」
で
あ
る
。
「学
ぶ
」
と
い
う

「
生
き
る
」
、
「教
え
る
」
と
い
う

「
生
き
る
」
が

あ

る
。「学

ぶ
」
も

「教
え
る
」
も

「
生
き
る
」
で
あ
る
と
す
る
と
、
「生
き
る
」
と

「
死
ぬ
」
に
つ
い
て
既
に
述
べ
た
公
一四
〇

―
一一四
一
ベ
ー
ヾこ
こ
と
が
、
こ
こ
で
も
成
り
立
つ
こ
Ｌ
に
な
る
。
つ
ま
り
、
…
…

「
わ
た
し
が
学
ぶ
」
、
「
あ
な
た
が
学
ぶ
」
と

「
だ
れ
か
が
学
ぶ
」。

「
わ
た
し
が
教
え
る
」
、
「
あ
な
た
が
教
え
る
」
と

「
だ
れ
か
が
教
え
る
」。

こ
れ
ら
の
間
に
は
、
「
生
き
る
」
や

「
死
ぬ
」
に
お
け
る
と
全
く
同
様
に
、
根
本
的
か
つ
決
定
的
な
差
異
が
存
在
す
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
わ
た
し
が
学
ぶ
」
、
「
わ
た
し
が
教
え
る
」
を
中
心
に
、
つ
ま
り
、
人
間
ひ
と
り
ひ
と

り
、
自
ら
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
、
体
験
さ
れ
た
、
「学
ぶ
」
と

「教
え
る
」
を
中
心
に
、
「学
ぶ
」
と

「教
え
る
」
を
明
ら
か

に
す
る
こ
Ｌ
に
努
め
た
い
。
そ
の
よ
う
な

「学
ぶ
」
と

「教
え
る
」
か
ら
生
ま
れ
た
知

こ
そ
が
、
「
わ
た
し
が
学
ぶ
」
と

「
わ
た
し
が
教
え
る
」
に
お
い
て
生
か
し
う
る
知
だ
か
ら
だ
。

「学
ぶ
と
は
、
何
か
が
変
わ
る
こ
と
だ
」
と
は
、
林
竹
二
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

「
ゎ

た

し

が
学

ぶ
」

と

は

、

わ

た

し

の
世

界

が
変

わ

る

こ
と

で
あ

り

、

そ
れ

は

、

つ
ま

り

、

わ

た

し

が
変

わ

る

こ
と

で
あ

る
。

あ

な

た

を

「
わ

た

し

が
教

え

る
」

と

は

、

「
あ

な

た

が
学

ぶ
」

こ
と

を

、

わ

た

し

の

「
教

え

る
」

が
生

み
出

す

こ
と

だ

ｏ

ぃ
ぅ

ま

で
も

な

く

、
「
あ

な

た

が
学

ぶ
」

と

は

、

あ

な

た

の
世

界

が
変

わ

る

こ
と

で
あ

り

、

あ

な

た

が
変

わ

る

こ
と

だ
。

「
あ

な

た

が
学

ぶ
」

の
な

い
時

、

「
わ

た

し

が
教

え

る
」

は

な

い
。

い
や
、

「
わ

た

し

が
あ
な

た

を
教

え

る
」

に
、
「
あ

な

た

が

学

ぶ
」

が
な

い
時

、

た

と

え

ど

れ

ほ

ど

「
わ

た

し

は
教

え

て

い
る
」

つ
も

り

で
も

、

そ

の

「
教

え

る
」

は
す

で

に

「
教

え

る
」

で
あ

る

こ
と

を

止

め

て

い

る
。

「
わ

た

し

が
教

え

る
」

が

、

「
あ
な

た

が
学

ぶ
」

を

生

み
出

す

こ
と

で

あ

っ
て

み

れ

ば

、

「
わ

た

し

が
教

え

る
」

を

生

き

「
わ

か

る
」

た

め

に
は

、

わ

た

し

は

「
あ
な

た

が
学

ぶ
」

と

は

ど

う

い
う

こ
と

か
を

ま
ず

「
わ

か

る
」

こ
と

が
必

要

だ
と
思

わ

れ

る
。

そ

の
た

め

に
は

、

ま
ず

、

「
わ

た

し

が
学

ぶ
」

を
深

く

豊

か

に
生

き

「
わ

か

る
」

こ

と

を

必

要

と

し

て

い
る
、

そ
う
思

わ

れ

る
。

「
教

え

る
」

を

生

き

「
わ

か

る
」

た

め

に

は

、

ま

ず

、

「
学

ぶ
」

を

生

き

「
わ

か

る
」

こ
と

が
必
要

だ

、

ひ
と

ま
ず

、

そ
う

い

つ
て
お

い

て
も

よ

い
よ

う

に
、
思

わ

れ

よ
う

ｏ

学
ぶ
人
と
し
て
の
生

―
―
ゎ
た
し
が
学
ぶ
―
―

「
ゎ
た
し
が
学
ぶ
」
と
は
、
わ
た
し
の
生
き
る
世
界
が
変
わ
り
、
ゎ

た

し

が
変

わ

る

こ
と

だ

と

い

っ
た

。
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わ
た
し
に
は
、
そ
の
時

々
に
、
わ
た
し
の
世
界
で

「
あ
た
り
ま
え
」
と
し
て
い
る
こ
と
―
―

「
自
明
と
し
て
い
る
こ
と
」
、

４

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

（
１２
）

２
　
　
　
「自
明
性
」
、
コ
一口
う
ま
で
も
な
く
当
然
の
こ
と
と
し
て
い
る
こ
Ｌ
」
、
―
―
が
ぁ
る
。
そ
の

「
あ
た
り
ま
え
」
は
、
さ
き
に

述
べ
た
わ
た
し
の
世
界
と
わ
た
し
の
全
体
を
覆
い
、
そ
の
な
か
み
を
成
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
わ
た
し
が
、
「
あ
た
り
ま

え
」
と
し
て
、
生
き
て
い
る
わ
た
し
の
身
体
、
わ
た
し
の
生
き
て
い
る
時
間
、
空
間
、
も
ろ
も
ろ
の
物
、
こ
と
ば
、
シ
ン
ボ

ル
、
記
号
、
他
者
、
そ
し
て
、
想
像
の
世
界
を
含
む
も
ろ
も
ろ
の
多
元
的
な
世
界
、
な
ど
な
ど
。

た
と
え
ば
、
「
わ
た
し
は
こ
う
い
う
人
間
だ
」
、
「世
の
中
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
」
、
フ
）
れ
は
こ
う
い
う
も
の
だ
」
、
「子

ど
も
と
教
師
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
」
、
「学
ぶ
と
教
え
る
と
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
」
、
「ど
う
せ
何
を
し
て
も
だ
め
だ
」
、
な

ど

な

ど
。

た
と
え
ば
、
平
凡
な
日
本
人
の
ひ
と
り
で
あ
る
わ
た
し
が
、
も
し
、
初
め
て
俳
句
を
作
る
と
す
る
と
、
そ
れ
が
全
く

「
あ

た
り
ま
え
」
だ
と
で
も
い
う
よ
う
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
作

っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
星
や
灯
は
必
ず

「瞬
く
」
と
表
し
、
セ
ン
チ
な
人
は

「
う
る
む
」
と
言

い
ま
す
。
雨
は
必
ず

「
し
と

ど
」
に
降
り
、
果
物
は
必
ず

「
た
わ
わ
」
に
生
り
ま
す
。
紅
葉
や
赤
い
カ
ン
ナ
は
必
ず

「燃
え
」
、
空
や
水
や
空
気
は

（・３
）

必
ず

「
澄
む
」
で
、
帰
路
は
必
ず

「急
ぐ
」
と
し
、
自
転
車
は
、
必
ず

「
ペ
ダ
ル
踏
む
」
と
や
り
ま
す
。

こ
う
し
た
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の

「
あ
た
り
ま
え
」
は
、
そ
れ
ま
で
わ
た
し
が
生
き
て
き
た
わ
た
し
の
生
の
歴
史
の
な
か
で
、

学
ば
れ
、
形
作
ら
れ
て
き
て
い
る
。

「
学
ぶ
」
と

「教
え
る
」
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
い
ま
、
そ
の
個

々
の

「
あ
た
り
ま
え
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
学
ば
れ
、

形
作
ら
れ
て
き
た
か
は
、
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
こ
と
に
し
て
、
そ
の

「
あ
た
り
ま
え
」
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
こ
れ
か
ら

変
化
す
る
か
を
考
え
よ
う
。

「
あ
た
り
ま
え
」
が
変
化
す
る
と
い
う
時
、
そ
の

「
あ
た
り
ま
え
」
が
強
め
ら
れ
る
こ
と
も
、
変
化
で
あ
る
。

具
体
に
つ
け
具
体
に
つ
け
と
念
じ
来
て

よ
う
や
く
に
私
に
ひ
と
つ
の
確
信

斎
藤
喜
博

ひ
と
つ
の
こ
と
を
、
あ
る
い
は
そ
う
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
う
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
あ
や
ふ
や

な

「
あ
た
り
ま
え
」
と
し
て
、
と
ら
え
て
い
た
。
そ
れ
を
、
「具
体
に
つ
き
」
、
繰
り
返
し
と
ら
え
な
お
し
て
は
、
そ
の
た
び

に
確
認
し
、
た
と
え
疑

っ
て
も
疑

っ
て
も
、
や
は
り
そ
う
だ
、
確
か
に
そ
う
な
の
だ
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
以
外
に
は
と
ら
え

よ
う
が
な
い
「あ
た
り
ま
え
」
な
の
だ
、
と
と
ら
え
る
よ
う
に
な
った
時
、
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
の
確
信
と
な（従
。
こ
の
変
化

も
、
「
あ
た
り
ま
え
」
の
ひ
と
つ
の
変
化
で
あ
る
。

こ
れ
に
た
い
し
、
「
あ
た
り
ま
え
」
が
弱
め
ら
れ
る
こ
と
も
、
ま
た
ひ
と
つ
の
変
化
と
し
て
あ
る
。

し
か
し
、
さ
ら
に
、
「
あ
た
り
ま
え
」
が
別
の

「
あ
た
り
ま
え
」
と
対
決
し
交
流
し
て
、
新
し
い

「
あ
た
り
ま
え
」
が
さ

ま
ざ
ま
に
形
成
さ
れ
る
時
、
そ
れ
が
、
も
っ
と
も

「変
化
ら
し
い
」
変
化
だ
と
い
え
ば
い
え
る
だ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
こ
の

「変
化
ら
し
い
」
変
化
に
限
定
し
て
、
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

「
あ
た
り
ま
え
」
が
変
化
す
る
場
合
に
、
基
本
的
に
は
、
二
つ
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
ひ
と
つ
は
、
学
ぶ
人
と
し
て
の
わ
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た
し
が
、
自
分
ひ
と
り
で
、
自
分
の

「
あ
た
り
ま
え
」
を
変
え
る
場
合
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
学
ぶ
人
と
し
て
の
わ
た
し

２
　
　
　
が
教
え
る
人
と
し
て
の
あ
な
た
に
出
会
い
、
そ
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
の

「
あ
た
り
ま
え
」
を
変
え
る
場
合
で
あ
る
。

①
　
わ
た
し
が

「
あ
た
り
ま
え
」
を
自
分
で
変
え
る
時

―
―

「謙
虚
と
は
よ
く
見
る
こ
と
で
す
」
―
―

ま
ず
、
わ
た
し
が
、
自
分
で

「
あ
た
り
ま
え
」
を
変
え
る
の
は
、
し
た
が
っ
て
わ
た
し
の
世
界
を
変
え
る
の
は
、
も
の
ご

と
を

「
よ
く
見
る
」
時
で
あ
る
。

「謙
虚
と
い
う
こ
と
は
、
も
の
を
よ
く
見
る
こ
と
で
す
」
と
は
、
教
育
実
践
者
斎
藤
喜
博
が
若
き
実
践
者
武
田
常
夫
に
贈

（・６
）

っ
た

こ
と
ば

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
ば
を
受
け
て
い
え
ば
、
「
わ
た
し
の
世
界
」
が
変
わ
る
の
は
、
わ
た
し
が
謙
虚
に
な

っ
た
時
だ
、
と
い
う

こ
と

に
な
る
。
で
は
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

わ
た
し
が
、
わ
た
し
の

「
あ
た
り
ま
え
」
を
、
さ
き
に
限
定
し
た
意
味
で
、
変
化
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「
あ
た

り
ま
え
」
で
な
い
も
の
ご
と
に
、
「
わ
た
し
」
が
出
会
う
時
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
わ
た
し
は
、
「
あ
た
り
ま
え
」
で
な
い
こ
と

で
も
、
「
あ
た
り
ま
え
」
だ
と
し
て
、
わ
た
し
の

「
あ
た
り
ま
え
」
を

一
向
に
変
え
な
い
こ
と
も
で
き
る
。
反
対
に
、
わ
た

し
は

「
あ
た
り
ま
え
」
な
こ
と
が
、
必
ず
し
も

「
あ
た
り
ま
え
」
だ
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
新
た
に
見
出
し
て
、

わ
た
し
の

「
あ
た
り
ま
え
」
を
変
え
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
差
異
は
、　
一
方
で
は
、
わ
た
し
が
出
会
う
も
の
ご
と
を
よ
く
見

な
い
で
、
「
あ
た
り
ま
え
」
と
し
て
、
簡
単
に
、
片
付
け
て
し
ま
う
こ
と
と
、
他
方
、
そ
れ
を

「
よ
く
見
て
」
、
前
に

「
あ
た

り
ま
ぇ
」
と
し
て
し
ま

っ
て
い
た
時
見
落
と
し
て
い
た
、
「
あ
た
り
ま
え
」
で
な
い
こ
と
を
見
つ
け
出
す

こ
と
、
と
の
差
共

で
あ
る
。

た
と
え
、
ど
ん
な
に

「
あ
た
り
ま
え
」
で
な
い
こ
と
で
も
、
わ
た
し
は
、
そ
れ
は

「
あ
た
り
ま
え
」
だ
と
し
て
、
わ
た
し

に
は
と

っ
く
の
昔
か
ら
知

っ
て
い
た
こ
と
だ
、
わ
か
っ
て
い
た
こ
と
だ
、
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
時
、
わ
た
し
は
、

そ
ん
な
こ
と
は
わ
た
し
に
は
わ
か
っ
て
い
た
の
だ
と
す
る
、
思
い
上
が
っ
た
、
お
ご

っ
た
気
分
、
傲
慢
な
気
分
に
あ
る
。
こ

れ
に
た
い
し
、
た
と
え
、
そ
れ
ま
で

「
あ
た
り
ま
え
」
と
し
て
き
た
も
の
ご
と
に
も
よ
く
注
目
し
、
そ
れ
ま
で
の

「
あ
た
り

ま
え
」
と
は
異
な
る
こ
と
を
見
出
し
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
は

「
あ
た
り
ま
え
」
で
な
い
と
す
る
時
、
わ
た
し
は
、
わ
た
し

に
は
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
、
よ
く
見
よ
う
と
す
る
、
へ
り
く
だ

っ
た
、
謙
虚

な
気
分
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
傲
慢
で
あ
れ
ば
、
よ
く
は
見
ず
、
し
た
が
っ
て
、
「
あ
た
り
ま
え
」
は
変
わ
ら
ず
、
世
界
も

わ
た
し
も
変
わ
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
学
ば
な
い
。
謙
虚
で
あ
る
時
、
よ
く
見
る
。
そ
し
て
、
「
あ
た
り
ま
え
」
を
否
定

す
る
も
の
ご
と
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
が
お
こ
り
、
世
界
も
わ
た
し
も
変
わ
り
、
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
お
こ
る
。
そ
う
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
謙
虚
さ
は
、　
一
体
、
何
に
た
い
す
る
謙
虚
さ
な
の
だ
ろ
う
か
？

ひ
と
つ
に
は
、
見
る
対
象
で
あ
る

「
も
の
」
、
「
も
の
ご
と
」
の
―
―
の
ち
に
述
べ
る
内
的
地
平
と
外
的
地
平
の
―
―
無
限

の
豊
か
さ
を
覚
り
、
そ
れ
に
た
い
し
て
抱
く
謙
虚
さ
が
あ
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
そ
の
豊
か
さ
を
そ
の
ま
ま
に
豊
か
に

「見
る
」
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人
に
た
い
し
、
自
ら
の

「
見
る
」
の
貧
し
さ
を
党
る
こ
と
か
ら
く
る
謙
虚
さ
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
豊
か
に

「
見

２
　
　
　
る
」
人
が
具
え
て
い
る
謙
虚
さ
に
打
た
れ
て
、
そ
れ
に
学
ぶ
こ
と
で
生
ま
れ
る
謙
虚
さ
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
に
、

謙
虚
さ
に
打
た
れ
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
豊
か
に

「見
る
」
人
の
謙
虚
さ
を

「
よ
く
見
る
」
だ
け
の
謙
虚
さ
が
ま
ず

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
自
ら
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
で
、
既
に
も
う
十
分
に
よ
く
見
た
と
思
い
込
ん

だ
時
、
実
は
、
そ
れ
で
は
決
し
て
十
分
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
党
る
、
驚
き
、
悔
恨
、
差
恥
、
反
省
の
体
験

を
繰
り
返
し
経
て
き
た
と
い
う
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
、
慎
重
さ
と
結
び
つ
い
た
謙
虚
さ
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
ひ
と
り
の
人
間

と
し
て
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
有
限
性
の
自
党
か
ら
生
ず
る
、
よ
り
根
本
的
な
謙
虚
さ
も
あ
ろ
う
。

謙
虚
さ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
し
た
傲
慢
さ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が

「
よ
く
見
る
」
こ
と
を
妨
げ
る
。

こ
う
見
て
く
る
と
、
謙
虚
で
あ
る
こ
と
は
、
自
ら
の
世
界
を
豊
か
に
す
る
芽
で
あ
り
、
傲
慢
に
な
る
こ
と
は
、
自
ら
の
世

界
を
豊
か
に
す
る
芽
を
自
ら
摘
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
意
味
を
持

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
、
「見
る
」
と
い
う
こ
と
ば
だ
け
を
用
い
て
き
た
。
し
か
し
、
わ
た
し
の
世
界
を
変
え
る
の
は
、

も
ち
ろ
ん
、
た
だ
視
党
的
に

「見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
は
な
い
。
「見
る
」
は
、
「視
党
を
働
か
し
て
、
も
の
の
存
在
、

形
、
様
子
、
内
容
を
と
ら
え
る
」
だ
け
で
は
な
く
、
「視
党
に
限
ら
ず
、
広
く
感
党
を
働
か
し
て
、
探
り
と
ら
え
る
」
こ
と

を
、
さ
ら
に
、
「実
際
に
身
に
受
け
る
、
経
験
す
る
」
の
意
、
さ
ら
に
、
「試
し
に
―
す
る
」
の
意
に
も
用
い
ら
れ
る
。
ア）う

見
て
く
る
と
、
「
よ
く
見
る
」
の
語
に
、
単
に

「視
党
的
に
見
る
」
の
意
の
み
で
な
く
、
「
や
っ
て
み
る
」
、
「経
験
す
る
」
、

の
意
を
さ
ら
に
加
え
て
解
す
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
、
無
理
な
解
釈
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ

こ

で

、

「
あ

た

り

ま

え

」

と

は

、

「
見

る
」

と

の

つ
な

が

り

で

は

、

そ

れ

ま

で

「
見

て
き

た

」

も

の
と

こ
れ

も

同

じ

だ

と

い
う

意

味

で

、

「
―

な

ど

な

ど

只

ヽゞ

い
０
８

♂
『
諄

．じ
、

と

と

ら

え

る

こ
と

だ

、

と

い

っ
て

も

よ

い
。

ま

た

、

「
や

っ
て

み

る
」

と

の

つ
な

が

り

で

は

、

「
わ

た

し

は

、

そ

れ

を

い

つ

で

も

ま

た

、

や

っ
て

み

る

こ

と

が

で

き

る
只

百ヽ

８

●

Ｌ
ｌ

，
場

Ｏ
ｏ

富

”
器

〓

じ

と

と

ら

え

る

こ
と

、

あ

る

い
は

逆

に

、

翌
則
と

同

じ

よ

う

に

、

わ

た

し

は

そ

れ

は

で

き

な

い
」

と

と

ら

え

る

こ
と

だ

、

と

い

っ
て

も

よ

い
。

し

た

が

っ
て

、

ま

た

、

「
あ

た

り

ま

え

」

で

な

い
と

い

う

こ
と

は

、

こ
ん

ど

は

、

「
―

な

ど

な

ど

」

で

は

な

い

、

と

い
う

こ
と

だ

し

、

「
い

つ

で

も

で

き

る
」

だ

っ
た

こ
と

が

、

も

は

や

、

こ

ん

ど

は

「
で

き

な

い
」

と

変

わ

る

こ
と

、

（
・７
）

あ

る

い

は

、

「
で

き

な

い
」

が

「
で

き

る
」

に
変

わ

る

こ
と

な

の

で

あ

る

。

と

こ
ろ

で

、

「
よ

く

見

る
」

と

は

ど

う

い
う

こ
と

だ

ろ

う

か

？

　

そ

れ

は

、

時

間

を

か

け

て

ゆ

っ
く

り

「
見

る
」

―
―

手

に

と

っ
て

み

る

、

作

っ
て

み

る

、

使

っ
て

み

る

、

な

ど

な

ど

―
―

と

い
う

こ
と

で

あ

る

。

ゆ

っ
く

り

見

る

時

の
働

き

を

考

え

て

み

る

と

、

基

本

的

に

は

、

三

つ
あ

る

。

ひ

と

つ
は

、

見

る

対

象

を

、

丸

ご

と

、

全

体

と

し

て

、

い

わ

ば

お

お

ざ

っ
ぱ

に
と

ら
え
る
―
―

「端
的
な
把
握
」。
も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
の
対
象
そ
の
も
の
の
内
部
―
―

「内
的
地
平
」
と
も
呼
ば
れ
る
―
―

に
入

っ
て
、
そ
の
状
態
、
性
質
、
様
子
、
を
詳
し
く
と
ら
え
る
―
―

「内
的
地
平
の
解
明
」ｏ
さ
ら
に
、
そ
の
対
象

の
外
に

ひ
ろ
が
る
他
の
も
ろ
も
ろ
の
対
象
、
背
景
を
な
す
も
の
ご
と
―
―

「外
的
地
平
」
―
―
を
と
ら
え
る
働
き
―
―

「
外
的
地
平

の
解
明
」。
こ
れ
ら
三
つ
の
働
き
は
、
相
互
に
密
接
に
関
連
し
あ
い
な
が
ら
、
あ
る
対
象
を
と
ら
え
、
わ
た
し
の
世
界

に
変

化
を
も
た
ら
す
。

わ

た

し

は

あ

る

対

象

を

よ

く

見

て

、

詳

し

く

と

ら

え

る

こ
と

な

し

に

、

「
端

的

な

把

握

」

の

み

で

、

既

に

、

そ

の

も

の

を
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と
ら
え
て
し
ま
っ
た
と
思
い
込
む
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
よ
く
見
て
、
つ
ま
り
、
端
的
な
把
握
だ
け
で
な
く
、
内
的
地
平

２
　
　
　
も
外
的
地
平
も
詳
し
く
と
ら
え
る
こ
と
を

一
た
ん
は
し
た
と
し
よ
う
。
さ
て
、
時
を
経
て
、
そ
の
も
の
を
再
び
と
ら
え
る
時

に
は
、
互
い
に
区
別
さ
れ
る
三
つ
の
場
合
が
お
こ
り
う
る
。
Ａ
＝
再
び
、
以
前
と
同
じ
よ
う
に
、
も
う
い
ち
ど
実
際
に
よ
く

見
て
、
詳
し
く
と
ら
え
る
こ
と
を
す
る
場
合
。
Ｂ
＝
以
前
に
は
、
実
際
に
よ
く
見
て
、
詳
し
く
と
ら
え
る
こ
と
を
し
た
が
、

今
度
は
、
も
う
実
際
に
は
見
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
た
だ
、
以
前
の
詳
し
く
と
ら
え
る
全
過
程
を
、
も
う

一
度
再
生
的
に
、

反
復
的
に
、
想
起
す
る
場
合
―
―

「複
定
立
的
把
握
」。
Ｃ
＝
も
は
ゃ
、
Ａ
も
Ｂ
も
行
わ
ず
、
単
純
に
、
さ
っ
と
掴
み
と
る

よ
う
に
し
て
、
ま
と
め
て
想
起
す
る
場
合
―
―

「単
定
立
的
把
握
」
―
―
も
あ
り
ぇ
ょ
ぅ
。
Ａ
は
以
前
の

「
よ
く
見
る
」
の

新
た
な
試
み
で
あ
る
。
以
前
よ
り
も
、
さ
ら
に

「
よ
く
見
る
」
場
合
も
、
省
略
し
て
見
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
Ｂ
の
場
合
は
、

Ａ
の
場
合
と
同
様
の
時
間
の
流
れ
の
な
か
で
、
回
想
的
に
、
い
わ
ば
、
「再

び
見
る
」
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
以
前

の

「
よ
く
見
る
」
で
と
ら
え
ら
れ
た
こ
と
が
、
時
間
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
再
び
、
と
ら
え
な
お
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

Ｃ
に
お
い
て
は
、
Ｂ
の
よ
う
に
時
間
の
流
れ
に
沿

っ
て
詳
し
く
展
開
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
か
つ
て
詳
し
く
と
ら
え
ら
れ

た
こ
と
は
暗
黙
の
う
ち
に
合
意
さ
れ
て
は
い
る
が
、
は

っ
き
り
と
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
知
ら

な
い
う
ち
に
、
内
的
地
平
と
外
的
地
平
の
解
明
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
そ
の
な
か
み
が
、
い
つ
の
間
に
か
、
失
わ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
お
こ
り
う
る
。

わ
た
し
が
、　
一
度

「
よ
く
見
た
」
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の

「見
た
」
な
か
み
の
詳
細
を
い
つ
ま
で
も
生
き
生
き
と
保
持
し

て
い
く
た
め
に
は
、
Ａ
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
、
Ｂ
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
た
し
の
生
の
時
間
は

限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に
時
間
の
か
か
る
繰
り
返
し
を
す
べ
て
の
も
の
に
つ
い
て
常
に
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
わ
た
し
が
、
Ｃ
の
よ
う
な

「単
定
立
的
把
握
」
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
限
ら
れ
た
時
間
し
か
持
た

な
い
わ
た
し
に
と

っ
て
は
、
ひ
と
つ
の
恵
み
で
さ
え
あ
る
。
と
は
い
え
、
Ｃ
は
、
Ａ
や
Ｂ
と
違

っ
て
、
「
よ
く
見
る
」
に
よ

っ
て
せ
っ
か
く
と
ら
え
た
な
か
み
を
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
失
わ
せ
て
い
く
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
気
が
つ
い
て

み
た
ら
、
な
か
み
が
無
く
な

っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
お
こ
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
述
の

「
文
化

の
伝

承
」
の
問
題
に
と

っ
て
も
、
重
要
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
。

②
　
わ
た
し
が
、
教
え
る
人
と
し
て
の

「
あ
な
た
」
に
出
会

い
、

「
あ
た
り
ま
え
」
を
変
え
る
時

わ
た
し
が
変
わ
る
の
が
、
教
え
る
人
と
し
て
の
あ
な
た
と
の
出
会
い
に
よ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
わ
た
し
が
ま
だ

「
よ
く
見
て
変
わ
る
」
に
至

っ
て
い
な
い
も
の
ご
と
に
つ
い
て
、
既
に
あ
な
た
は

「
よ
く
見
て
」
変
化
し
た
こ
と
の
あ
る
人

と
し
て
、
わ
た
し
の
前
に
現
れ
る
。
だ
が
、
わ
た
し
は
、
そ
の
あ
な
た
が
何
を
ど
の
よ
う
に
よ
く
見
た
の
か
は
知
ら
な
い
。

も
し
、
わ
た
し
が
既
に
よ
く
見
て
知

っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
わ
た
し
は
、
あ
な
た
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

わ
た
し
が
見
て
い
な
い
こ
と
を
、
あ
な
た
が
見
て
い
る
と
思
う
か
ら
こ
そ
、
わ
た
し
は
あ
な
た
か
ら
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
の

だ
。
で
は
、
わ
た
し
が
見
て
も
い
な
い
こ
と
を
あ
な
た
が
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
わ
た
し
は
知
る
の

だ
ろ
う
か
？

Ⅷ 学ぶ人 と教える人 との出会い
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あ
な
た
が

「
よ
く
見
て
い
る
」
人
だ
、
ま
た
、
あ
な
た
は
わ
た
し
が
学
ぶ
べ
き
人
だ
、
と
い
う
こ
と
を
、
わ
た
し
が
知
る

２
　
　
　
の
は
、
三
つ
の
場
合
が
あ
る
。
第

一
に
、
わ
た
し
が
、
あ
な
た
の
こ
と
ば
、
行
い
、
表
現
、
作
品
な
ど
を
見
て
、
こ
の
人
か

ら
こ
そ
わ
た
し
が
学
び
た
い
と
考
え
る
時
。
第
二
は
、
あ
な
た
が
わ
た
し
に
そ
う
告
げ
る
場
合
。
た
と
え
ば
、
あ
な
た
が

「
わ
た
し
は
よ
く
見
て
い
る
」
と
い
い
、
「教
え
て
あ
げ
よ
う
」
と
い
う
時
。
第
二
に
、
あ
な
た
以
外
の
だ
れ
か
が
、
わ
た

し
に
そ
う
告
げ
る
時
。
た
と
え
ば
、
わ
た
し
が
信
頼
す
る
人
が
、
「
あ
な
た
」
を
よ
く
見
て
い
る
人
と
し
て
推
し
、
「
あ
な

た
」
か
ら

「学
ぶ
の
が
よ
い
」
と
勧
め
て
く
れ
る
時
。

「
一
葉
の
辞
令
買
芦
田
恵
之
助
）
に
よ
り
、
師
と
な
り
弟
子
と
な
る
制
度
的
な
教
育
の
場
、
た
と
え
ば
学
校
教
育
、
の
場
合

で
は
、
以
上
三
つ
の
場
合
の
す
べ
て
が
契
機
と
し
て
は
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
、
わ
た
し
と
あ
な
た
が
互
い

に
選
び
あ
う
と
い
う
直
接
的
な
関
係
の
仕
方
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
初
め
は
、
わ
た
し
も
あ
な
た
も
、
た
と
え
ば
あ
る
学

校
と
い
う
共
通
の
場
を
選
び
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
配
置
さ
れ
、
そ
こ
に
属
す
る
と
い
う
問
接
的
な
仕
方
で
、
あ
な
た
と
の
関

係
に
入
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
あ
な
た
が
、
わ
た
し
に
と

っ
て
、
果
た
し
て
確
か
に

「学
ぶ
べ
き
人
」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
結
局
は
、
わ
た

し
と
あ
な
た
と
の
出
会
い
が
終
わ
る
時
、
わ
た
し
の
世
界
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
変
わ
っ
た
か
に
よ
っ
て
し
か

わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
わ
た
し
が
確
か
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
出
会
い
が
終
わ
っ
た
後
に
な
っ

て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
は
、
し
か
し
、
既
に
そ
の
出
会
い
に
費
や
さ
れ
た
時
間
は
も
は
や
取
り
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
学
ぶ
人
で
あ
る
わ
た
し
と
教
え
る
人
で
あ
る
あ
な
た
と
の
出
会
い
に
は
、
わ
た
し
の
生
に
お
け
る
限
ら
れ
た

時
間
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
出
会
い
は
、
少
な
く
と
も
わ
た
し
に
と

っ
て
は
、　
一
生
に
一
度
し
か
な
い
そ
の
時
々
の
時

間
を
、
他
な
ら
ぬ
あ
な
た
と
そ
の
よ
う
に
し
て
過
ご
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
意
味
で
、
わ
た
し
が
そ
う
自
党
す
る
と
否
と
に

か
か
わ
ら
ず
、
わ
た
し
の
生
に
お
け
る
運
命
的
な
出
会
い
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
わ
た
し
は
、
教
え
る
人
と
し
て
の
あ
な
た
と
出
会
う
。
あ
な
た
は
、
わ
た
し
が
こ
れ
か
ら
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
も

の
ご
と
を
既
に
学
ん
で
き
て
い
る
。
わ
た
し
は
ま
だ
学
ん
で
い
な
い
。
で
は
、
わ
た
し
が
あ
な
た
か
ら
学
ぶ
と
は
ど
う
い
う

こ
と
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
わ
た
し
が
、
わ
た
し
の
世
界
を
あ
な
た
の
世
界
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
Ｌ
だ
。
わ
た
し
が
豊
か
に
な
る
こ
と
だ
。

だ
が
、
世
界
の
重
ね
合
わ
せ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
多
元
的
な
諸
世
界
を
生
き
て
い
る
公
一四
五
ペ
ー
ジ
）ｏ
ひ
と
つ

の
も
の
ご
と
も
、
ど
の
世
界
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
見
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
全
く
異
な

っ
た
意
味
を
持

っ
て
く
る
。
そ
し
て

豊
か
な
世
界
を
生
き
る
人
に
と
っ
て
は
、
ひ
と
つ
の
も
の
ご
と
が
、
多
元
的
な
も
ろ
も
ろ
の
世
界
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
多
面

的
に
と
ら
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
同
時
に
、
ひ
と
つ
の
も
の
ご
と
と
し
て
、
統

一
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
も
い
る
。

「宇
宙
物
理
学
の
最
新
の
知
識
と
、
ハ
イ
ド
ン
の
オ
ラ
ト
リ
オ

『
天
地
創
造
』
と
が
ひ
と
り
の
人
間
の
う
ち
に
共
存
で
き

な
い
と
し
た
ら
、
人
間
は
ど
ん
な
に
貧
し
い
存
在
に
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
（湾

ピ

豊
か
な
多
元
的
世
界
と
は
、
い
い
か
え
れ
ば
、
「複
眼
の
思
想
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
―
―
た
と
え
ば
大
理
石
の
鉱
物
学

的
な
知
識
と
同
時
に
、
そ
の
な
か
に
、
ロ
ダ
ン
や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
見
た
も
の
を
見
る
こ
型

」
と
が
ヽ
共
存
す
る
世
界
な
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の
で
あ
る
。

す
る
と
、
世
界
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
は
、
た
と
ぇ
ば
大
理
石
の
鉱
物
学
的
知
識
を
全
く
持
た
な
か
っ
た
世
界
に
生
き
て
い

る
わ
た
し
が
、
そ
れ
を
持

っ
て
い
る
科
学
者
の
あ
な
た
の
世
界
に
学
ぶ
こ
と
を
通
し
て
、
大
理
石
を
あ
な
た
が
見
る
の
と
同

じ
よ
う
に
、
わ
た
し
も
見
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
ぁ
る
。
芸
術
家
で
あ
る
あ
な
た
の
世
界
に
学
ぶ
こ
と
を
通
じ
て
、
大
理
石

を
ロ
ダ
ン
や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
見
た
よ
う
に
、
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
見
か
た
で
、
ゎ
た
し
も
見
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で

あ
る
。

大
理
石
を
そ
の
よ
う
に
見
る
と
い
う

一
見
単
純
な
こ
と
が
、
「世
界
を
重
ね
合
わ
せ
る
」
こ
と
だ
と
言
え
る
の
は
、
そ
の

よ
う
に
見
る
こ
と
が
、
実
は
、
単
純
に
、
簡
単
に
、
お
い
そ
れ
と
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
大
理
石
を
そ
の
よ

う
に
見
る
こ
と
は
、
実
は
、
単
に
大
理
石
だ
け
を
そ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
で
す
べ
て
尽
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

他
の
す
べ
て
の
も
の
ご
と
を
見
る
見
か
た
を
背
景
―
―
地
平
―
―
と
し
て
、
成
立
し
て
い
る
。
大
理
石
を
そ
の
よ
う
に
見
る

た
め
に
は
、
わ
た
し
の
世
界
―
―
い
ま
の
場
合
、
大
理
石
を
焦
点
に
置
き
、
主
題
と
し
、
そ
の
周
辺
の
主
題
の
場
を
背
景
に
、

さ
ら
に
広
く
地
平
を
望
み
つ
つ
あ
る
世
界
―
―
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
科
学
者
の
世
界
、
あ
る
い
は
芸
術
家
の
世
界
の
よ
う
に
、

構
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
わ
た
し
の
世
界
が
、
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
ぁ
る
。

哲
学
者
ガ
ダ
マ
ー
は
、
こ
れ
を
地
平
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
意
味
で

「地
平
の
融
合
」
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の
重
ね
合
わ
せ
に
は
、
し
か
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
て
、
時
間
が
か
か
る
。

主
題
と
な
る
ひ
と
つ
の
も
の
ご
と
―
―
さ
き
の
例
で
い
ぇ
ば
、
大
理
石
―
―
を
め
ぐ

っ
て
、
ゎ
た
し
の
見
か
た
と
は
異
な

る
、
あ
な
た
の
見
か
た
が
、
何
等
か
の
や
り
方
で
、
わ
た
し
に
示
さ
れ
る
。
わ
た
し
は
最
初
は
、
お
お
い
に
驚
く
、
び
っ
く

り
す
る
。
し
か
し
、
次
第
に
そ
れ
に
慣
れ
親
し
む
に
至
り
、
つ
い
に
は
、
そ
の
か
つ
て
は
、
わ
た
し
の
見
か
た
と
は
き
わ
め

て
異
な
る
と
思
わ
れ
、
驚
き
を
ひ
き
お
こ
し
さ
え
し
た
、
あ
の
あ
な
た
の
見
か
た
が
、
い
つ
の
間
に
か
、
わ
た
し
自
身
の
見

か
た
と
な
る
。
わ
た
し
が
、
多
く
の
も
の
ご
と
を
め
ぐ

っ
て
、
そ
う
し
た
体
験
を
重
ね
て
生
き
て
行
く
な
か
で
、
わ
た
し
の

世
界
は
、
次
第
に
変
わ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
気
が
つ
い
て
み
る
と
、
わ
た
し
の
世
界
は
、
か
つ
て
の
あ
な
た
の
世
界
と
重

ね
合
わ
さ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
わ
た
し
は
、
「
あ
な
た
に
学
ぶ
」
を
生
き
た
の
で
あ
る
。

も
つ
と
も
、
こ
う
し
た
重
ね
合
わ
せ
は
、
す
べ
て
の
も
の
ご
と
に
つ
い
て
い
ち
い
ち
行
う
こ
と
は
必
要
で
な
い
し
、
ま
た
、

そ
れ
は
、
わ
た
し
の
限
ら
れ
た
時
間
の
な
か
で
は
、
可
能
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
文
字
ど
お
り
そ
れ
を
す
る
こ
と
は
、
わ
た

し
が
あ
な
た
の
生
を
生
き
直
す
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
む
し
ろ
、
い
く
つ
か
の
中
心
的
な
も
の
ご
と
に
つ
い
て
の
重
ね
合
わ

せ
が
行
わ
れ
る
時
、
世
界
の
重
ね
合
わ
せ
が
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
が
、
そ
の
新
し
い
仕
方
で
も
の
ご
と
を

見
る
こ
と
、
発
見
す
る
こ
と
を
、
自
力
で
、
始
め
る
か
ら
だ
。

か
つ
て
の
わ
た
し
の
貧
し
い
世
界
も
、
い
ま
や
、
新
し
く
豊
か
な
世
界
に
包
み
こ
ま
れ
て
い
く
。
い
や
、
い
か
に
貧
し
か

ろ
う
と
、
そ
れ
は
わ
た
し
が
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
わ
た
し
の
懐
か
し
い
故
郷
と
も
言
う
べ
き
世
界
な
の
で
あ
る
。
ア〕
う
し
て
、

わ
た
し
の
世
界
は
さ
ら
に
豊
か
に
な

っ
て
い
く
。
異
質
な
も
の
に
触
れ
、
親
し
む
と
と
も
に
、
再
び
自
己
に
回
帰
す
る

「疎

外
を
経
た
自
己

へ
の
回
帰
」
に
つ
い
て
、
ガ
ダ
マ
ー
は
、
「異
質
な
も
の
の
中
に
自
己
を
認
識
し
、
そ
れ
に
慣
れ
親
じ
む

こ

と
こ
そ
、
精
神
の
基
本
運
動
で
あ
り
、
ま
た
、
精
神
は
異
な

っ
た
あ
り
方
か
ら
自
分
自
身
に
立
ち
戻
る
こ
と
を
お
い
て
は
存
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在
し
え
な
型
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
考
え
か
た
は
、
「異
化
」
の
思
想

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

２
　
　
　
　
こ
こ
で
ヽ
重
ね
合
わ
せ
の
具
体
例
を
挙
げ
よ
う
。

た
と
え
ば
、
絵
画
を
見
る
と
い
う
体
験
。
「私
は
絵
を
見
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
絵
に
従

っ
て
、
絵
と
と
も
に
見

て
い
る
。」
絵
に
従

っ
て
、
絵
と
と
も
に
見
る
わ
た
し
は
、
ま
た
、
そ
の
絵
を
描
い
た
画
家
と
と
も
に
世
界
を
見
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
時
、
わ
た
し
は
、
わ
た
し
の
世
界
を
、
か
つ
て
わ
た
し
の
世
界
と
は
異
質
だ
っ
た
、
画
家
の
世
界
に
重
ね

合
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
た
し
は
、
芸
術
家
の
世
界
に
学
び
、
わ
た
し
の
世
界
を
豊
か
に
す
る
。

ま
た
、
た
と
え
ば
、
数
学
を
数
学
者
に
学
ぶ
こ
と
。
そ
れ
は
、
数
学
者
の
世
界
に
わ
た
し
の
世
界
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と

だ
。
た
と
え
ば
、
わ
た
し
が
、
い
ま
、
ヽ
×
∞
＝
ま

を
オ
ウ
ム
の
よ
う
に
い
う
こ
と
を
学
び
、
そ
の
よ
う
な
世
界

に
生
き
て

い
る
と
す
る
。
「
し
か
し
ヽ
×
∞
＝
ま

の
よ
う
な
情
報
の
も
ろ
も
ろ
の
断
片
は
そ
れ
だ
け
で
孤
立
し
て
い
る
事
実
な
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
風
景
、
数
の
領
域
の
部
分
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
断
片
的
な
情
報
が
全
風
景
と
そ
の
残
り
の
部
分

全
体
の
中
で
、
ど
う
位
置
づ
き
納
ま
る
か
を
最
も
明
確
に
知
る
者
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
最
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
者
な
の
だ
。

数
学
者
は
、
他
に
も
多
く
あ
る
が
と
り
わ
け
、
次
の
よ
う
な

一
連
の
こ
と
を
知

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ヽ
×
∞
＝
釈

は
偶
数
の
積
は
偶
数
だ
と
い
う
事
実
の
一
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
ヽ
×
∞
＝
ま

は
〓
×
卜
、
器
×
い
、
あ
る
い
は
釈
×
い
と

同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
正
の
整
数
の
こ
の
組
み
合
わ
せ
だ
け
が
掛
け
る
と
ま

に
な
る
こ
と
。
ヽ
×
∞
は
３
×
３
１
∞
や

貧
×
じ
＋
ヽ
や
（〓
×
じ
―
卜
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
等
々
。
彼
は
ま
た
ヽ
×
∞
が
、
実
在
す
る
物
の
世
界
で
は
多
く
の
形
式

を
と
る
か
も
し
れ
ぬ
あ
る
関
係
を
シ
ン
ボ
ル
で
表
現
す
る

一
つ
の
方
法
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
。
そ
れ
で
彼
は
、
８
単

位
の
長
さ
で
７
単
位
の
は
ば
の
長
方
形
は
、
ま

単
位
四
方
の
大
き
さ
に
な
る
こ
と
を
知

っ
て
い
句
。

オ
ウ
ム
返
し
の
世
界
に
お
け
る
ヽ
×
∞
＝
ま

と
、
数
学
者
の
世
界
に
お
け
る
そ
れ
と
は
、
そ
れ
が
見
ら
れ
て
い
る
地
平
が

異
な
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
が
、
数
学
者
と
同
じ
地
平
に
お
い
て
、
そ
れ
を
見
る
よ
う
に
な

っ
た
時
、
わ
た
し
は
ほ
か
の
も

ろ
も
ろ
の
も
の
ご
と
も
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
の
世
界
が
数
学
者
の

世
界
と
重
な
り
合
い
、
変
化
し
た
時
で
あ
り
、
数
学
を
学
ん
だ
時
で
あ
り
、
わ
た
し
が
変
わ
っ
た
時
で
も
あ
る
の
だ
。

こ
こ
で
、
教
え
る
人
と
し
て
の
あ
な
た
と
の
出
会
い
に
お
け
る
、
わ
た
し
の
謙
虚
さ
と
傲
慢
さ
に
つ
い
て
も
、　
〓
言
し
て

お
こ
う
。
他
者
と
し
て
の
あ
な
た
の
世
界

へ
の
謙
虚
さ
は
、
「
も
の
を
よ
く
見
る
」
に
お
け
る
謙
虚
さ
と
同
様
に
、
あ
な
た

に
わ
た
し
が
よ
く

「学
ぶ
」
こ
と
を
助
け
る
。
あ
な
た
に

「学
ぶ
」
こ
と
な
ど
何
も
な
い
と
す
る
傲
慢
さ
も
、
あ
な
た
を
わ

た
し
の
道
具
、
「学
ぶ
」
の
道
具
、
と
し
て
使
お
う
と
す
る
傲
慢
さ
も
、
わ
た
し
の
あ
な
た
と
の
出
会
い
を
妨
げ
、
わ
た
し

の

「学
ぶ
」
を
貧
し
く
す
る
。

ゎ
た
し
は
、
な
ぜ
、
い
ま
、
こ
れ
を
学
ぼ
う
と
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
自
ら
求
め
て
で
あ
る
場
合
も
あ
ろ
う
し
、
他
者
に

ょ
っ
て
強
い
ら
れ
て
で
あ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
他
者
に
強
い
ら
れ
て
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
拒
む
こ
と
よ
り
は
、
強

い
ら
れ
て
で
も
学
ぶ
こ
と
の
ほ
う
を
選
ん
で
い
る
、
あ
る
い
は
、
や
む
を
え
ず
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、

さ
き
に
述
べ
た

「
し
た
い
こ
と
」
、
「
し
た
く
な
い
こ
と
」
の
変
化
と
し
て
の

「生
き
る
Ｌ
壬
二
九
ベ
ー
ヾこ
に
そ
れ
も
位
置
づ

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
コ
）
れ
を
学
ぶ
こ
と
」
は
、
「
し
た
い
こ
と
」
、
「
し
た
く
な
い
こ
と
」
の
な
か
で
変
化
す
る
。
そ
し

て
、
こ
の
変
化
も
ま
た

「学
ぶ
」
の
な
か
で
お
こ
る
。
そ
れ
が
変
化
す
る
こ
と
を
、
わ
た
し
が
知

っ
て
い
る
と
、
た
と
え
ば
、
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い
ず
れ
変
化
す
る
こ
と
を
予
期
し
つ
つ
、
い
ま
は

「
し
た
く
な
い
こ
と
」
で
ぁ
る

「
こ
れ
を
学
ぶ
」
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
後
の

「
し
た
い
こ
と
」
を
求
め
、
「
し
た
く
な
い
こ
と
」
を
避
け
る
た
め
に
、
い
ま
そ
の

「
し
た
く
な
い
こ
と
」
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

他
者
―
―
あ
な
た
、
あ
る
い
は
だ
れ
か
―
―
が
、
わ
た
し
に
い
ま
、
こ
れ
を
学
ぶ
こ
と
を
求
め
る
場
合
、
そ
の
理
由
は
な

に
か
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
多
様
な
意
味
を
持
ち
う
る
そ
の
理
由
―
―

「
―
す
る
た
め
に
」
と
い
う
目
的
動
機
、
あ
る
い

は

「
―
だ
か
ら
」
と
い
う
理
由
動
機
（Ａ
・
シ
ュ
ッ
ッ
）―
―
も
わ
た
し
の
世
界
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
意
味
づ
け
ら
れ
て
、
わ
た

し
の
そ
の
時
々
の

「学
ぶ
」
を
変
化
さ
せ
る
。

以
上
、
学
ぶ
わ
た
し
は
、
教
え
る
人
あ
な
た
な
し
に
、
自
ら
発
見
し
て
学
ぶ
こ
と
も
あ
れ
ば
、
教
え
る
人
あ
な
た
と
の
出

会
い
を
通
じ
て
学
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
わ
た
し
の

「
あ
た
り
ま
ぇ
」
と
す
る
世
界
が
変
わ
り
、
わ
た
し
が
変

わ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
か
っ
て
の

「
あ
た
り
ま
ぇ
」
が
崩
れ
、
新
し
い

「
あ
た
り
ま
ぇ
」
が
形
づ
く
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

わ
た
し
の
も
ろ
も
ろ
の
世
界
の
も
ろ
も
ろ
の
地
平
の
拡
大
で
あ
り
、
多
元
化
で
あ
り
、
統
合
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
わ

た
し
自
身
の
多
面
化
で
あ
り
、
豊
富
化
で
あ
り
、
統

一
化
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
た
し
の
現
在

の

「
あ
た
り
ま

え
」
、
わ
た
し
の
世
界
と
わ
た
し
は
、
形
づ
く
ら
れ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

教
え
る
人
と
し
て
の
生

―
―
わ
た
し
が
教
え
る
―
―

さ
て
、
わ
た
し
は
、
い
ま
や
、
も
ろ
も
ろ
の
事
情
に
よ
っ
て
―
―

つ
ま
り
、
わ
た
し
の
生
き
て
い
る
歴
史
に
よ
っ
て
―
―
、

教
え
る
人
と
な
っ
た
と
し
よ
う
。
そ
の
と
き
、
わ
た
し
の
世
界
に
い
か
な
る
変
化
が
お
こ
る
で
あ
ろ
う
か
。

わ
た
し
は
、
学
ぶ
人
と
し
て
の
あ
な
た
Ｌ
出
会
う
。
か
つ
て
、
わ
た
し
は
学
ぶ
人
と
し
て
、
教
え
る
人
と
出
会

っ
た
。
ち

ょ
う
ど
そ
の
時
の
よ
う
に
、
い
ま
、
あ
な
た
は
、
つ
ま
り
学
ぶ
人
と
し
て
の
あ
な
た
は
、
教
え
る
人
、
つ
ま
り
わ
た
し
、
と

出
会

っ
て
い
る
。

わ
た
し
の

「
わ
た
し
は
学
ぶ
」
か
ら

「
わ
た
し
は
教
え
る
」

へ
の
変
化
、
そ
れ
は
、
大
き
く
も
あ
り
小
さ
く
も
あ
る
。

「
わ
た
し
は
学
ぶ
」
は

「
「
わ
た
し
は
教
え
る
」
を
学
ぶ
」
を
経
て
、
「
わ
た
し
は
教
え
る
」
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
「
わ

た
し
は
学
ぶ
」
は

「「
わ
た
し
は
学
ぶ
」
を
教
え
る
」
を
経
て
、
「わ
た
し
は
教
え
る
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の

意
味
で
、
「教
え
る
」
は

「学
ぶ
」
の
延
長
上
に
あ
る
。

さ
き
に
、
「
わ
た
し
が
教
え
る
」
は
、
わ
た
し
の

「教
え
る
」
に
よ
っ
て
、
「
あ
な
た
の
学
ぶ
」
を
生
み
出
す
こ
と
だ
と
書

い
た
公
一四
七
ベ
ー
ジ
）。
こ
こ
で
、
教
え
る
人
と
し
て
の
わ
た
し
に
と
っ
て
は
、
「
わ
た
し
が
学
ぶ
」
が
で
は
な
く
て
、
学
ぶ

人
と
し
て
の

「
あ
な
た
が
学
ぶ
」
が
問
題
の
中
心
と
な

っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
「
わ
た
し
は
学
ぶ
」
か
ら

「
わ
た
し
は
教
え
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る
」

へ
の
移
り
行
き
は
、
「
わ
た
し
は
学
ぶ
」
か
ら

「
あ
な
た
は
学
ぶ
」

へ
の
移
り
行
き
で
も
あ
る
。
問
題
と
な

っ
て
い
る

の
は
、
同
じ

「学
ぶ
」
に
過
ぎ
ず
、
小
さ
な
差
異
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
わ
た
し
の

「
わ
た
し
は
学
ぶ
」

へ
の
か
か
わ
り

と
、
わ
た
し
の

「
あ
な
た
は
学
ぶ
」

へ
の
か
か
わ
り
と
の
間
の
大
き
な
差
異
に
よ
っ
て
、
こ
の
差
異
は
、
わ
た
し
に
と

っ
て

は
、
き
わ
め
て
大
き
い
。

仮
り
に
、
か
つ
て
の
わ
た
し
が
、
い
ま
の
あ
な
た
の
世
界
と
同
じ
よ
う
な
世
界
を
生
き
て
い
た
の
だ
っ
た
と
し
て
み
よ
う
。

そ
の
場
合
で
も
、
い
ま
の
わ
た
し
が
、
そ
の
世
界
を
生
き
生
き
と
甦
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、

大
人
の
わ
た
し
に
は
、
子
ど
も
の
頃
の
わ
た
し
が
、
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
、
文
字
を
学
ぶ
こ
と
に
苦
労
し
た
か
を
、
具
体
的

に
想
起
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
仮
り
に
、
わ
た
し
が
、
か
つ
て
の
わ
た
し
の
世
界
の
す
べ
て
を
詳
細
に
、
「複
定
立
的
把
握
買
一一五
四
ベ
ー
ジ
）
に
よ

り
、
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
も
の
ご
と
が
、
ど
の
よ
う
に
生
き
ら
れ
て
い
た
か
を
生
き
生
き
と
甦

ら
せ
た
と
し
て
み
よ
う
。
仮
り
に
そ
れ
が
で
き
た
と
し
て
も
、
当
時
わ
た
し
と
と
も
に
学
び
つ
つ
あ
っ
た
多
く
の
人
々
の
中

の
た
っ
た

一
人
の
―
―

つ
ま
り
、
た
と
え
ば
、
子
ど
も
の
頃
の
わ
た
し
の
―
―
世
界
か
ら
の

「
も
の
ご
と
を
見
る
」
を
取
り

一民
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
当
時
の
ほ
か
の
人
々
は
、
当
時
の
わ
た
し
と
は
ま
た
異
な
る
世
界
を
生
き
、
「
も
の
ご
と

を
見
る
」
を
異
な
っ
た
仕
方
で
生
き
て
い
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。

ま
し
て
、
い
ま
初
め
て
、
あ
る
も
の
ご
と
を
わ
た
し
か
ら
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
、
学
ぶ
人
た
る
あ
な
た
の
世
界
、
そ
こ
か

ら
見
た
そ
の
も
の
ご
と
と
、
す
で
に
そ
れ
を
学
ん
で
い
る
、
教
え
る
人
と
し
て
の
わ
た
し
の
世
界
か
ら
見
た
そ
れ
と
の
間
に

は
、
き
わ
め
て
大
き
な
差
異
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
差
異
は
ま
た
、
あ
な
た
の
世
界
と
、
わ
た
し
の
世
界

と
の
差
異
を
も
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
差
異
こ
そ
が
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
な
た
に
対
し
て
わ
た
し
が
、

と
も
か
く
も
、
教
え
る
人
と
し
て
現
れ
て
い
る
そ
も
そ
も
の
理
由
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
で
は
、
教
え
る
人
と
し
て
の
わ
た
し
は
、
そ
の
も
の
ご
と
を
学
ぶ
こ
と
は
、
既
に
、
学
ぶ
人
と
し
て
の
わ
た
し
の

こ
れ
ま
で
の

「学
ぶ
」
で
済
ん
で
い
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
？
　
こ
れ
か
ら
は
、
「
あ
な
た
を
教
え
る
」
に
専
念
す
れ

ば
、
そ
れ
で

「
わ
た
し
は
教
え
る
」
は
十
分
で
あ
ろ
う
か
？

林
竹
二
は
い
う
。
「教
師
の
第

一
の
任
務
は
教
え
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
絶
え
ず
学
ぶ
こ
と
な
ん
だ
。」

「教
え
る
人
」
に
な
る
こ
と
は
、
た
と
え
既
に
学
ん
で
あ
り
、
熟
知
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
学
ぶ
人
で
あ

る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
さ
ら
に

「学
び
つ
づ
け
る
人
」
に
な
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で

あ
る
。

理
由
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
。

教
え
る
人
も
学
び
つ
づ
け
る
時
、
生
き
生
き
と
す
る
。
教
え
る
人
の
学
び
つ
づ
け
る
姿
が
、
学
ぶ
人
の

「学
ぶ
」
に
良
い

影
響
を
及
ぼ
す
。
学
び
つ
づ
け
る
こ
と
が
、
謙
虚
さ
を
保
た
せ
、
傲
慢
さ
を
矯
め
る
。
そ
し
て
、
学
ぶ
こ
と
を
止
め
る
時
、

教
え
る
人
は
堕
落
す
る
、
な
ど
。

し
か
し
、
「教
え
る
」
に
は

「学
び
つ
づ
け
る
」
が
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
論
理
的
理
由
が
あ
る
。

仮
り
に
、
わ
た
し
が
、
教
え
る
も
の
ご
と
に
つ
い
て
は

「学
ぶ
」
を
止
め
た
と
し
よ
う
。
す
る
と
、
そ
れ
は
、
か
つ
て
わ

一
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た
し
が
、
内
的
地
平
の
解
明
、
外
的
地
平
の
解
明
の
体
験
に
よ
り
と
ら
え
た
そ
の
も
の
ご
と
を

「単
定
立
的
把
握
」
に
よ
っ

２
　
　
　
て
の
み
と
ら
え
る
こ
と
、
を
意
味
し
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
わ
た
し
の
現
在
の
世
界
に
、
自
ら
の
世
界
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と

す
る
、
学
ぶ
人
あ
な
た
は
、
生
き
生
き
と
し
た
解
明
の
体
験
を
欠
い
た
ま
ま
、
さ
ら
に
ま
た
、
「複
定
立
的
把
握
」
の
体
験

さ
え
も
欠
い
た
ま
ま
、
そ
の
も
の
ご
と
を
と
ら
え
る
こ
と
が
、
現
在
の
わ
た
し
の
世
界
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
だ
、
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
、
そ
の
状
況
に
お
け
る
、
あ
な
た
の

「学
ぶ
」
に
な

っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
の

「学

ぶ
」
は
、
か
つ
て
の
わ
た
し
の

「学
ぶ
」
と
も
も
は
や
全
く
異
質
な
、
簡
略
化
し
、
浅
薄
化
し
、
概
念
化
し
た

「学
ぶ
」
に

変
質
し
て
い
る
。

同
じ
格
言
で
も
、
青
年
が
こ
れ
を
口
に
す
る
ば
あ
い
に
は
、
―
―
か
れ
が
そ
れ
を
ま
っ
た
く
正
し
く
理
解
し
て
い
る
と

し
て
も
―
―
生
活
経
験
を
つ
ん
だ
大
人
の
心
の
う
ち
で
そ
れ
が
持

っ
て
い
る
ほ
ど
の
意
味
と
広
さ
を
持
た
な
い
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
経
験
を
つ
ん
だ
大
人
に
と

っ
て
は
、
こ
の
格
言
は
、
そ
れ
が
含
ん
で
い
る
中
味
の
す
べ

（２５
）

て
の
力
を
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

格
言
は
、
人
生
に
お
け
る
も
ろ
も
ろ
の
生
き
ら
れ
た
体
験
の
意
味
を

「単
定
立
的
把
握
」
に
よ
り
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

青
年
が
そ
の
地
平
に
あ
る
諸
体
験
を
生
き
て
は
お
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
諸
体
験
の

「複
定
立
的
把
握
」
さ
え
も
欠
い
た

ま
ま
、
そ
の
格
言
を
読
む
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
、
体
験
を
つ
ん
だ
大
人
に
と

っ
て
持
つ
意
味
と
広
さ
を
持
ち
え
な
い
の
は
当

然
と
い
え
よ
う
。
「論
理
学
は
、
論
理
学
お
よ
び
諸
科
学

一
般
に
は
じ
め
て
近
づ
く
人
の
ば
あ
い
と
、
諸
科
学
を
学
ん
で
か

ら
論
理
学
に
帰

っ
て
く
る
人
の
ば
あ
い
と
で
は
、
異
な

っ
た
意
義
を
持

っ
て
い
“
ピ

学
ぶ
人
あ
な
た
は
、
既
に
学
ぶ
こ
と
を
止
め
て
し
ま

っ
た
、
教
え
る
人
わ
た
し
の

「単
定
立
的
把
握
」
の
み
か
ら
な
る
―――‥

界
に
、
自
ら
の
世
界
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
、
そ
の
あ
な
た
の

「学
ぶ
」
は
、
わ
た
し
が

「学

ぶ
」
に
お
い
て
体
験
し
た
、
解
明
の
豊
か
な
地
平
を
含
ん
だ
わ
た
し
の
世
界

へ
の
あ
な
た
の
世
界
の
重
ね
合
わ
せ
で
あ
る
こ

と
は
で
き
な
く
な
る
。
た
し
か
に
、
そ
う
し
た
状
況
下
で
も
、
あ
な
た
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の

「単
定
立
的
把
握
」
の
源
泉

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
よ
り
豊
か
な
重
ね
合
わ
せ
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
わ
た
し
の
ゆ
え
に
で
は
な
く
、

わ
た
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
わ
た
し
が

「学
ぶ
」
を
止
め
た
時
、
あ
な
た
は
、
わ
た
し
の
学

び
方
、
わ
た
し
が
生
き
つ
つ
あ
る

「学
ぶ
」
に
学
ぶ
こ
と
も
で
き
な
く
な

っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
わ
た
し
が

「学
ぶ
」
を
止
め
る
時
、
わ
た
し
の

「教
え
る
」
に
よ
る
あ
な
た
の

「学
ぶ
」
は
、
か
つ
て
の
わ

た
し
の

「学
ぶ
」
と
は
異
質
な
も
の
に
変
質
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
が
、
「教
え
る
」
こ
と
に
ば
か
り
熱
心
な

「説
い
て
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
」
「最
も
拙
劣
」
な
教
師
に
よ
る

「教
え

る
」
の
姿
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
た
い
し
、
た
し
か
に

「学
ぶ
」
こ
と
は
止
め
た
が
、
か
つ
て
の
自
ら
の

「学
ぶ
」
を

「複
定
立
的
把
握
」
に
よ
っ

て
想
起
し
、
学
ぶ
人
あ
な
た
の
ま
え
に
再
現
す
る
場
合
が
あ
り
う
る
。
こ
の

「教
え
る
」
に
お
い
て
は
、
わ
た
し
は
自
ら
が

「感
じ
た
径
路
を
語

っ
て
、
独
り
楽
し
む
が
如
く
に
振
舞
発

」
教
師
の
姿
と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

で
は
、
教
え
る
人
わ
た
し
が
、
学
び
つ
づ
け
る
時
は
ど
う
か
。
あ
る
意
味
で
は
既
に
学
び
終
え
熟
知
し
て
い
る
も
の
ご
と

を

「学
び
つ
づ
け
る
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
わ
た
し
の

「学
ぶ
」
は
、
あ
く
ま
で
「教
え
る
」

Ⅷ 学ぶ人 と教える人 との出会い
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た
め
の

「学
ぶ
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
な
た
の

「学
ぶ
」
の
た
め
の
、
わ
た
し
の

「学
ぶ
」
で
あ
る
。
だ
が
、
あ
な
た
の

「学
ぶ
」
に
、
「学
ぶ
」
も
の
ご
と
の
内
的
地
平

・
外
的
地
平
の
生
き
生
き
と
し
た
解
明
を
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の

「複
定
立
的
把
握
」
を
わ
た
し
は
求
め
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
解
明
、
把
握
が
あ
な
た
の
世
界
に
お
い
て
お
こ
る
こ

と
を
求
め
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
あ
な
た
が
、
あ
な
た
の
世
界
を
わ
た
し
の
世
界
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

学
び
つ
つ
、
そ
う
し
た

「学
ぶ
」
を
生
き
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
、
わ
た
し
が
、
自
ら
そ
う
し
た
解
明
や
把
握
を
あ
な

た
が
重
ね
合
わ
せ
が
で
き
る
仕
方
で
、
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
あ
な
た
の
世
界
で
お
こ
る

「学
ぶ
」
、
解
明
や
把
握
を
、
わ
た
し
の
世
界
で
お
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
わ
た
し
は
、
あ
な
た
の
世
界
で

の

「学
ぶ
」
を
、
わ
た
し
の
世
界
に
お
い
て
つ
く
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
わ
た
し
の
世
界
と
あ

な
た
の
世
界
と
の
異
質
性
を
考
え
れ
ば
、
決
し
て
容
易
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
わ
た
し
に
で
き
る
こ
と
、
ま

た
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
あ
な
た
の

「学
ぶ
」
と
歩
み
を
と
も
に
し
つ
つ
、
「教
え
る
」
の
た
び
ご
と
に
、
新
た

に
、
わ
た
し
の

「学
ぶ
」
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
ひ
と
り
ひ
と
り
の
世
界
の
異
質
性
か
ら
し
て
、
い
つ
も

同

一
の

「学
ぶ
」
で
は
あ
り
え
な
い
。
わ
た
し
は
、
新
し
い
あ
な
た
と
出
会
う
ご
と
に
、
常
に
新
し
く

「学
ぶ
」
こ
と
を
求

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
が
、
「絶
え
ず
学
ぶ
こ
と
」
の
ひ
と
つ
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

「教
え
る
」
と
は
、
時
間
を
と
も
に
生
き
つ
つ
、
わ
た
し
と
あ
な
た
が
、
「学
ぶ
」
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
時
、
わ
た
し
の

「教
え
る
」
は
、
時
に
は
、
「響
を
生
ず
べ
き
重
要
点
に
力
を
加
え
て
、
そ
れ
か
ら
生
ず
る
心
の
流

れ
に
、
響
を
生
ぜ
じ
め
」
、
そ
の
響
を
聞
い
て
満
足
し
よ
う
、
と
い
う
姿
と
な
る
。
あ
な
た
か
ら
す
れ
ば
、
「学
ん
だ
の
は
わ

た
し
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
「教
え
る
」
な
の
だ
。

「
わ
た
し
が
教
え
た
」
と
い
う
こ
と
が
で
は
な
く
て
、
「
あ
な
た
が
学
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
が

「教
え
る
」
で
あ
っ
て
み

れ
ば
、
「教
え
な
い
こ
と
が
教
育
だ
、
教
師
が
教
え
た
い
と
ね
が
う
こ
と
を
む
し
ろ
惜
し
ん
で
惜
し
ん
で
惜
し
み
ぬ
く

こ
と

が
教
育
だ
…
（『
ご

と
い
う
思
念
が
生
ま
れ
る
の
は
、
き
わ
め
て
自
然
な
こ
と
と
も
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
（犯

。

わ
た
し
は
、
学
ん
だ
か
ら
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
学
び
つ
づ
け
る
か
ら
こ
そ
教
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
教
え
る
わ
た
し
は
、
「な
ぜ
」
学
ぶ
あ
な
た
に
、
教
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
ど
の
よ
う
に
」
教
え
る
の

だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
、
あ
な
た
が
学
ぶ
こ
と
を
通
じ
て
あ
な
た
の
世
界
が
豊
か
に
な
り
、
ひ
い
て
は
、
あ
な
た
の
生
が
豊

か
に
な
る
こ
と
を
願

っ
て
教
え
る
。
こ
れ
が
わ
た
し
の
基
本
の
動
機
―
―
わ
た
し
の

「
し
た
い
」
―
―
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

現
実
の

「教
え
る
」
に
は
、
ア）う
し
た
素
朴
で
純
粋
な
動
機
の
ほ
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
動
機
と
目
的
動
機
公
一工全
天

―
ジ
）

が
働
い
て
い
る
場
合
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
「教
師
に
な
っ
た
か
ら
」
、
「職
を
失

い
た
く
な
い
か
ら
」
、

「高
い
報
酬
を
得
た
い
か
ら
」
、
「優
れ
た
教
師
だ
と
認
め
ら
れ
有
名
に
な
り
た
い
か
ら
」
、
「
だ
め
な
教
師
と
思
わ
れ
た
く
な

い
か
ら
」
、
「他
の
教
師
に
負
け
た
く
な
い
か
ら
」
な
ど
。
ま
た
、
「子
ど
も
に
馬
鹿
に
さ
れ
た
く
な
い
」
、
「子
ど
も
に
憎
ま

れ
た
く
な
い
」
、
「無
視
さ
れ
た
く
な
い
」
、
「子
ど
も
に
愛
さ
れ
た
い
」
、
い
や
、
「子
ど
も
を
苦
し
め
て
楽
し
み
た
い
」
さ
え

も
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
そ
う
し
た
も
ろ
も
ろ
の

「
し
た
い
、
し
た
く
な
い
」
は
、
さ
き
の
素
朴
で
純
粋
な

「
し
た
い
」
と

両
立
し
難
く
な
る
場
合
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
取

っ
て
代
わ
る
場
合
さ
え
も
あ
る
。
学
ぶ
人
が
そ
の
こ
と
に
気
づ
く

268Ⅷ 学ぶ人 と教える人 との出会い
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時
、
そ
の

「学
ぶ
」
に
お
け
る

「
し
た
い
、
し
た
く
な
い
」
も
、
ま
た
、
そ
れ
に
伴

っ
て
変
化
す
る
。
た
と
え
ば
、
「
あ
の

教
師
に
恥
を
か
か
せ
て
や
り
た
い
」
、
な
ど
。
そ
れ
ぞ
れ
の

「
し
た
い
、
し
た
く
な
い
」
が
、
教
え
る
人
で
あ
る
わ
た
し
と
、

学
ぶ
人
あ
な
た
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
を
形
づ
く
り
、
ま
た
、
そ
こ
で
の

「出
会
い
」
の
あ
り
方
を
根
本
か
ら
条
件
づ
け
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
「
わ
た
し
」
に
よ
る

「
あ
な
た
」
の
道
具
化
公
一四
四
―
二
四
五
、
二
六
一
ペ
ー
ヾこ
は
、
「あ
な
た
」
に
よ

る

「
わ
た
し
」
の
道
具
化
を
誘
う
。
わ
た
し
の

「教
え
る
」
を
、
「調
教
」
や

「宣
伝
」
か
ら
区
別
し
、
「教
育
」
の
名
に
値

す
る
も
の
と
す
る
の
は
、
わ
た
し
の

「
し
た
い
、
し
た
く
な
い
」
の
内
実
な
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
意
味
で
、
「教
育
」

を

「
共
育
」
と
読
み
、
「共
に
育
ち
ま
し
ょ
ガ

」
と
ヽ
標
語
化
す
る
時
、
あ
な
た
の

「育
ち
た
い
」
と
、
わ
た
し
の

「育
ち

た
い
」
が
と
も
に
互
い
に
生
か
し
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
「育
つ
」
と
は
、
「世
界
と
わ
た
し
が
豊
か
に
な

る
」
こ
と
と
い
っ
て
も
よ
い
。
「
わ
た
し
」
と

「
あ
な
た
」
と
の
出
会
い
が
そ
れ
を
可
能
に
す
る
。

さ
き
に
触
れ
た
よ
う
に
、
「教
え
る
」
は

「学
ぶ
」
の
延
長
線
に
あ
る
公
一杢
一天

―
ジ
）。
自
ら
ひ
と
り
で

「学
ぶ
」
か
ら
、

あ
な
た
に

「学
ぶ
」
を
経
て
、
「教
え
る
」
へ
と
進
む
移
り
行
き
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
分
節
化
で
き
よ
う
。
わ
た
し
が

「学

ぶ
」
、
「学
ぶ
を
学
ぶ
」
、
「教
え
る
を
学
ぶ
」
、
「学
ぶ
を
教
え
る
」
、
さ
ら
に
、
「教
え
る
を
教
え
る
」。
そ
の
根
底
に
は
、
「学

び
つ
づ
け
る
」
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
「自
ら
を
教
え
る
こ
と
」
と
し
て
の

「学
ぶ
」

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

生
に
お
け
る
出
会

い

―
―
学
ぶ
人
と
教
え
る
人
が
出
会
う
―
―

わ
た
し
の
生
に
お
け
る
教
え
る
人
と
の
出
会
い
、
学
ぶ
人
と
の
出
会
い
、
そ
れ
ぞ
れ
は
、
出
会
い
に
お
け
る
わ
た
し
と
あ

な
た
以
外
の
人
―
―

「
か
れ
」
や

「
だ
れ
か
」
―
―
に
よ
り
、
主
題
化
さ
れ
う
る
。

そ
の

「
か
れ
」
に
よ
る
主
題
化
の
や
り
方
は
、
「
か
れ
」
が
生
き
て
い
る
世
界
に
よ
り
、
ま
た
、
「
か
れ
」
の
世
界
で
そ
の

出
会
い
が
持
つ
意
味
に
よ
り
、
規
定
さ
れ
る
。

わ
た
し
が
、
た
と
え
ば
、
そ
う
し
た

「
か
れ
」
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
と
し
よ
う
。

そ
の
わ
た
し
が
、
仮
り
に
、
学
習
心
理
学
の
研
究
者
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
そ
れ
を

「出
会
い
」
な
ど
と
は
名

づ
け
ず
、
た
と
え
ば
、
教
授
＝
学
習
過
程
と
呼
ぶ
か
も
し
れ
な
い
。
同
様
に
、
情
報
の
伝
達
過
程
と
と
ら
え
る
情
報
理
論
家

の

「
わ
た
し
」
も
い
よ
う
。
さ
ら
に
、
文
化
史
家
な
ら
、
人
間
文
化
の
伝
承
過
程
の
さ
さ
や
か
な
ひ
と
こ
ま
と
し
て
、
経
済

学
者
な
ら
、
た
と
え
ば
、
労
働
力
の
生
産
過
程
の
ひ
と
こ
ま
と
し
て
、
な
ど
な
ど
…
…
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

「
わ
た
し
」
は
と

ら
え
も
し
よ
う
。
月
面
上
に
降
り
立

っ
た
宇
宙
飛
行
士
の

「
わ
た
し
」
に
は
、
天
空
に
浮
か
ぶ
青
く
輝
く
地
球
上
で
の
無
数

の
出
来
事
の
ひ
と
つ
と
し
て
映
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
リ
ス
ト
は
、
そ
の
詳
細
な
具
体
的
内
容
の
差
異
に
よ
り
互
い
に
区
別
し
分
類
す
る
な
ら
、
無
数
に
、
つ
ま
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り
独
自
な
世
界
に
生
き
る
無
数
の
人
々
の
数
だ
け
、
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
の

「出
会
い
」
を
、
文
化
の
伝
統
の
伝
承
と
い
う
文
脈
、
地
平
の
も
と
に
、
と
ら
え
て
み
る
こ
と
と

し
よ
う
。

現
象
学
の
創
始
者
Ｅ
・
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
そ
の
論
文

「幾
何
学
の
起
源
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、
幾
何
学
を
範
例
と
し
な

が
ら
、
文
化
や
学
問
の
伝
統
の
伝
承
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

い
か
な
る
文
化
、
学
問
も
は
じ
ま
り
が
あ
る
。
い
ま
と
な
っ
て
は
、
そ
の
最
初
の
人
が
だ
れ
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い

の
が
普
通
で
あ
る
。
ま
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
人
が
自
ら

「学
ぶ
」
を
し
、
そ
の
世
界
を
変
え
た
の
か
は
わ
か
ら
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
人
は
、
世
界
を
生
き
、
「
わ
た
し
」
を
生
き
て
い
た
の
で
あ
り
、
の
ち
に
文
化
の
伝
統
の
内
容
を
な
す

こ
と
に
な
る
も
の
ご
と
を
、
そ
の
世
界
か
ら
見
て
発
見
あ
る
い
は
発
明
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
発
見
、
発
明
さ

れ
た
も
の
ご
と
は
、
そ
の
人
に
お
い
て
は
、
確
か
で
あ
り
、
明
ら
か
で
あ
り
、
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
し

よ
う
。
そ
の
人
は
、
そ
の
も
の
ご
と
を
他
者
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
を
始
め
る
。
そ
の
も
の
ご
と
に
つ
い
て
の

「学
ぶ
」
と

「教
え
る
」
の
無
限
の
連
鎖
の
端
緒
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
連
鎖
の
途
中
で
、
新
た
な

「学
ぶ
」
が
現
れ
、
そ
こ
で
発

見
、
発
明
さ
れ
た
も
の
ご
と
も
、
ま
た
、
そ
の
連
鎖
の
流
れ
に
加
わ
る
。
そ
う
し
た
運
動
の
う
ち
に
あ
る
連
鎖
は
、
あ
る
時

ま
で
に
獲
得
さ
れ
た
も
の
ご
と
の
す
べ
て
を
前
提
と
し
つ
つ
、
新
た
に
獲
得
さ
れ
た
も
の
ご
と
を
そ
こ
に
加
え
、
全
体
と
し

て
ま
と
め
、
つ
ぎ
の

「学
ぶ
人
」

へ
と
ひ
き
継
が
れ
て
行
く
。
こ
の
間
、
た
と
え
ば
、
「学
問

の
社
会
学
」
的
問
題
、
た
と

え
ば
、
あ
る
伝
統
が
流
行
と
な
る
と
か
、
政
治
的
に
力
を
も
つ
に
い
た
る
、
な
ど
と
い
っ
た
問
題
も
当
然
お
こ
る
。

問
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
獲
得
さ
れ
た
も
の
ご
と
の
、
は
じ
め
に
自
ら

「学
ん
だ
人
」
に
お
け
る
仙
か
さ
、
明
ら
か
さ
が
、
ど

の
よ
う
に
し
て
、
長
い
連
鎖
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
う
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
そ
の
連
鎖
を
形
成
す
る
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の

「学
ぶ
」
に
お
い
て
、
前
述
の
意
味
で
、
「
よ
く
見
る
」
が
常
に
繰
り

返
し
繰
り
返
し
生
き
直
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
公
一五
一一天

―
ジ
）。

こ
と
ば
に
よ
る
表
現
を
通
じ
て
、
「
よ
く
見
る
」
を
生
き
直
す
力
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は

「再
活
性
化
の
能
力
」
と
呼
ん
で

い
る
。
そ
し
て
、
「表
現
の
受
動
的
理
解
」
と

「意
味
を
再
活
性
化
し
つ
つ
そ
の
表
現
を
明
証
化
す
る
こ
と
」
と
の
区
別
を

論
じ
て
い
る
。
日
常
の
こ
と
ば
で
い
い
直
せ
ば
、
Ａ

「丸
暗
記
」
や
、
発
見
者

ｏ
発
明
者
の
体
験
ま
で
遡
る
こ
と
の
な
い
、

な
か
み
を
失

っ
た
、
ア）と
ば
と
こ
と
ば
を
つ
な
げ
る
だ
け
の
、
響
墨
円
の
誘
惑
に
屈
し
た
」
、
浅
薄
化
し
た
、
「概
念
的
把
握
」

と
、
Ｂ
こ
と
ば
を
通
し
て
創
始
者
の
体
験
に
ま
で
遡
り
、
そ
れ
を

「
生
き
直
す
」
、
追
体
験
的
、
「追
理
解
的
把
握
」
の
区
別

と
で
も
、
お
お
ざ

っ
ぱ
に
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
か
。
文
化
の
伝
承
の

「学
ぶ
」
と

「教
え
る
」
の
連
鎖
の
な
か
に
、
前

者
Ａ
が
混
入
し
、
そ
の
た
め
そ
れ
以
降
の
連
鎖
に
お
い
て
、
「再
活
性
化
の
能
力
」
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
て
い
く
時
、
文
化

の
伝
承
が
空
洞
化
し
て
い
く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「根
本
的
諸
概
念
の
う
ち
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
根
源
的
活
動
を
再
活
性
化
す
る
実
際
に
養
成
さ
れ
た
能
力
や
、
し
た

が
っ
て
ま
た
そ
れ
ら
の
活
動
の
学
以
前
の
素
材
を
あ
る
が
ま
ま
の
姿
で
、
ま
た
あ
る
が
ま
ま
の
あ
り
方
で
再
活
性
化
す
る
能

力
が
な
け
れ
ば
、
〔学
問
、
文
化
の
伝
統
の
範
例
と
し
て
の
＝
引
用
者
補
〕
幾
何
学
は
意
味
を
も
た
な
い
伝
統
だ
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
し
、
わ
れ
わ
れ
自
身
に
こ
の
能
力
が
欠
け
て
い
た
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
が
は
た
し
て
実
際
に
換
金
し
う

聾
・



274Ⅷ 学ぶ人 と教える人 との出会い

る
真
の
意
味
を
も
つ
も
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
か
つ
て
も

っ
て
い
た
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
は
お
よ
そ
で
き
な
か
っ
た
で
あ

（３７
）

ろ
う

。
」

と
す
れ
ば
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の

「出
会
い
」
に
お
い
て
、
再
活
性
化
の
能
力
、
追
体
験
の
能
力
、
「生
き
直
す
」
能
力
が

養
わ
れ
て
い
く
こ
と
が
、
文
化
の
伝
承
の
空
洞
化
を
防
ぐ
た
め
に
必
須
な
の
で
あ
る
。

「再
活
性
化
」
は
創
造
の

「再
創
造
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
新
た
な
創
造
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
ひ
と
り
の
子
ど
も
が
幾
何
学
を
、
そ
の
再
活
性
化
の
能
力
を
生
か
し
つ
つ
、
全
く
は
じ
め
て
学
ぶ
時
を
思
い

描
い
て
み
よ
う
。
こ
の

「学
ぶ
」
は
、
文
化
全
体
の
地
平
に
お
い
て
は
、
「再
創
造
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
子
ど
も
に

お
い
て
は
、
幾
何
学
の
創
始
者
に
お
け
る
の
と
全
く
同
様
の
新
た
な

「創
造
」
で
も
あ
る
（た
と
え
ば
、
パ
ス
カ
ル
の
幼
少

時
の
エ
ピ
ソ
ー
（漣

）
。
子
ど
も
が
真
剣
に

「学
ぶ
」
を
生
き
る
の
を

「
よ
く
見
る
」
時
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
思
い
及
ぶ
時
、

「子
ど
も
へ
の
敬
意
」
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
謙
虚
さ
が
自
然
に
生
じ
て
く
る
の
は
、
当
然
と
も
い
え
よ
う
。

さ
て
、
教
え
る
人
と
し
て
の
わ
た
し
が
、
学
び
つ
づ
け
つ
つ
多
く
の
人
々
に
教
え
る
時
、
そ
の
時
々
に
、
そ
れ
ら
多
く
の

人
々
と
わ
た
し
は
と
も
に
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
も
の
ご
と
を
そ
れ
ら
多
く
の
人
々
の
互
い
に
異
な
る
世
界
か
ら
見

る
こ
と
を
体
験
し
、
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
時
、
わ
た
し
は
、
最
も
豊
か
な

「学
ぶ
」
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
。

「唯

一
の
ほ
ん
と
う
の
旅
は
、
…
…
、
同
じ

一
対
の
日
で
幾
百
の
異

っ
た
国
々
を
旅
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
幾
百
対
の

異
な

っ
た
日
で
同
じ
国
を
見
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。」

こ
う
し
て
み
る
と
、
豊
か
な

「学
ぶ
」
は
、
豊
か
な

「教
え
る
」
を
通
じ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
、
と
も
い
え
る
。
豊

か
な

‐学
ぶ
‐
が
、
＝
か
な

「
教
え
る
」
を
げ
能
に
す
る
ば
か
り
で
な
く

ぶ
」
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

「
教

ｌ

β

仏

■

／‐
、

お

わ

り

に

さ
き
に
、
「教
え
る
」
を
わ
か
る
た
め
に
は
、
ま
ず

「学
ぶ
」
を
わ
か
る
こ
と
が
必
要
だ
、
と
ひ
と
ま
ず
、
い
っ
て
お
い

た
公
一四
七
ペ
ー
ヾこ
。
し
か
し
、
こ
う
み
て
く
る
と
、
「学
ぶ
」
を
わ
か
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
「教
え
る
」
を
わ
か
る
こ
と
が

必
要
だ
、
と
も
い
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
と
も
に
真
な
の
で
あ
ろ
う
。

「教
え
る
」
と
は

「学
び
つ
づ
け
る
」
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
真
の

「学
ぶ
」
は
、
「教
え
つ
づ
け
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
達

成
さ
れ
る
、
と
も
い
え
る
。

ま
た
、
そ
う
し
た

「学
ぶ
」
と

「教
え
る
」
の
出
会
い
を
通
じ
て
、
文
化
は
創
造
さ
れ
、
そ
の
内
実
を
保
ち
つ
つ
、
伝
承

さ
れ
、
再
創
造
さ
れ
、
さ
ら
に
新
た
に
創
造
さ
れ
て
い
く
。

ど
う
や
ら
、
学
ぶ
人
と
教
え
る
人
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
、
ひ
と
つ
の
像
が
結
ば
れ
て
き
た
よ
う
だ
。

「説
い
て
知
ら
せ
る
」
の
拙
論
で
は
あ
る
が
、
読
者
の
自
ら

「学
ぶ
」

へ
の
さ
さ
や
か
な

一
助
と
な
る
こ
と
を
願

っ
て
、

ベ
ン
を
措
く
こ
と
と
し
た
い
。

豊

/Jヽ

な

1,

力、

′1

`半
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（１
）

ウ
ォ
ー
コ
ッ
プ
、
深
瀬
基
寛
訳

『
も
の
の
考
え
方
―
―
合
理
性

へ
の
逸
脱
』
講
談
社
学
術
文
庫
、　
一
九
八
四
年
、
四
一
ペ
ー
ジ
。

２７
　
　
　
　
　
（２
）

芦
田
恵
之
助

『恵
雨
自
伝
気
上
）
、
実
践
社
、　
一
九
七
二
年
、
六
ベ
ー
ジ
。

（３
）

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
、
仲
沢
紀
雄
訳

『死
』
み
す
ず
書
房
、　
一
九
七
八
年
。

（４
）

ピ
ア
ジ
ェ
、
大
伴
茂
訳

『児
童
の
世
界
観
』
同
文
書
院
、　
一
九
五
五
年
、
三
二
三
―
三
六
〇
ペ
ー
ジ
。

（５
）

メ
ル
ロ
ー
・
ポ
ン
テ
ィ
、
竹
内
芳
郎

・
小
木
貞
孝
訳

『知
党
の
現
象
学
』
み
す
ず
書
房
、　
一
九
六
七
年
、
第

一
部
。

（６
）

Ｅ
●
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
、
中
江
育
生

・
清
水
誠

・
大
橋
博
司
訳

『
生
き
ら
れ
た
時
間
』
み
す
ず
書
房
、　
一
九
七
三
年
。

（７
）

○
●
Ｆ
●
ボ
ル
ノ
ゥ
、
大
塚
恵

一
・
池
川
健
司

・
中
村
浩
平
訳

『
人
間
と
空
間
』
せ
り
か
書
房
、　
一
九
七
八
年
。

（８
）

Ｍ
●
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

『存
在
と
時
間
』
第
十
八
節
。
邦
訳
は
数
種
あ
る
。

（９
）

Ａ

・
シ
ュ
ッ
ツ
、
佐
藤
嘉

一
訳

『
社
会
的
世
界
の
意
味
構
成
』
木
鐸
社
、　
一
九
八
二
年
、　
王
ハ
一
ペ
ー
ジ
。

（１０
）

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
、
田
口
義
弘
訳

『
対
話
的
原
理
Ｉ
　
我
と
汝
』
み
す
ず
書
房
、　
一
九
六
七
年
、
九
二
ベ
ー
ジ
。

（１１
）

ナ
タ
ン
ソ
ン
編
、
渡
辺
光
他
訳

『
社
会
的
現
実
の
問
題
Ⅱ
買
「
ア
ル
フ
レ
ッ
ド

ｏ
シ
ュ
ッ
ツ
著
作
集
　
第
二
巻
し

マ
ル
ジ
ュ
社
、

一
九
八
五
年
、
九
―

一
一
二
ベ
ー
ジ
。

（・２
）

ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
グ
、
木
村
敏
他
訳

『自
明
性
の
崩
壊
―
―
分
裂
病
の
現
象
学
』
み
す
ず
書
房
、　
一
九
七
八
年
。

（・３
）

阿
部
答
人

『俳
句
―
―
四
合
日
か
ら
の
出
発
』
講
談
社
学
術
文
庫
、　
一
九
八
四
年
、
二
九
ベ
ー
ジ
。

（・４
）

『斎
藤
喜
博
全
集
』
十
五
ｌ
ｇ
、
国
土
社
、　
一
九
七

一
年
、
二
五
九
ベ
ー
ジ
。

（・５
）

エ
ド
ム
ン
ド

ｏ
フ
ッ
サ
ー
ル
、
長
谷
川
宏
訳

『
経
験
と
判
断
』
河
出
書
房
新
社
、　
一
九
七
五
年
、
第
二
十

一
節
参
照
。

（・６
）

武
田
常
夫

『授
業
者
と
し
て
の
成
長
』
明
治
図
書
、　
一
九
七
七
年
、　
一
五
三
ベ
ー
ジ
。

（
・７
）

＞
・
ｒ
ｒ
二
Ｎ
沖

哺
・
ｒ
８
ギ
３

●
Ｐ

『
ざ

い
ミ
も
ミ
ヽ
ａ

ミ

ミ
ヽ
い
ま
い‐
ミ
、Ｒ
Ｓ

■
８

∽【詳
ａ

げ
Ч
”
・
Ｎ
”
Ｒ

『
粋

口
・
↓
。
同
●
器
Ｆ
鶴
摯
・

Ｚ
ｏ
『
Ｏｒ
ダ
ｏヽ
∽
一の
『
０
一Ｃ
・、　
ロタ
・
い
０
「
い
。

（・８
Ｘ
・９
）

霜
山
徳
爾

『
人
間
の
詩
と
真
実
―
―
そ
の
心
理
学
的
考
察
』
中
公
新
書
、　
一
九
七
八
年
、
九
―

一
〇
ベ
ー
ジ
。

（２。
）

Ｈ
．
Ｇ
ｏ
ガ
ダ
マ
ー
、
轡
田
収
他
訳

『真
理
と
方
法
Ｉ
』
法
政
大
学
出
版
局
、　
一
九
八
六
年
、　
一
九
ペ
ー
ジ
。

（２‐
）

た

て１１
え
ば
、
大
江
健
二
郎

『
小
説
の
方
法
」
尉
波
書
店
、　
一
九
七
八
年
参
照
。

（２２
）

メ
ル
ロ
ー
・
ポ
ン
テ
ィ
、
滝
浦
静
雄
・
木
田
元
訳

『
限
と
精
神
』
み
す
ず
書
房
、　
一
九
六
六
年
、
二
六
一
ペ
ー
ジ
。

（２３
）

ジ
ヨ
ン
・
ホ
ル
ト
、
吉
田
章
宏
監
訳

『
子
ど
も
た
ち
は
ど
う
つ
ま
ず
く
か
』
評
論
社
、　
一
九
八
一
年
、　
一
四
二
ペ
ー
ジ
。

（２４
）

林
竹
二
・
灰
谷
健
次
郎

『対
談
・
教
え
る
こ
と
と
学
ぶ
こ
と
』
小
学
館
、　
一
九
八
一
年
、
八
八
―
八
九
ベ
ー
ジ
。

（２５
）

レ
‐
ニ
ン
、
松
村
一
人
訳

『哲
学
ノ
ー
ト
ｋ
第

一
分
冊
）
、
岩
波
文
庫
、
三
四
ペ
ー
ジ
、
ヘ
ー
グ
ル
の
『論
理
学
』
の
摘
要
よ

（２６
）
　
［同
一剛
曇
Ｈ、　
一二
一二
ベ
ー
ジ
。

（２７
×
２８
×
２９
）

芦
田
恵
之
助

『教
式
と
教
壇
』
明
治
図
書
、　
一
九
七
三
年
、
九
六
ベ
ー
ジ
。

（３。
）

武
田
常
夫

『真
の
授
業
者
を
め
ざ
し
て
』
国
土
社
、　
一
九
七
二
年
、
四
三
ペ
ー
ジ
。

（３．
）

ォ
ィ
ゲ
ン
・
ヘ
リ
グ
ル
述
、
柴
田
治
三
郎
訳

『
日
本
の
弓
術
気
岩
波
文
庫
、　
一
九
八
二
年
）
に
は
、
こ
の
ア）と
の
見
事
な
実
例

が
見
ら
れ
る
。

（３２
）

佐
藤
友
之

『教
師
の
犯
罪
』
東
京
法
経
学
院
出
版
、　
一
九
八
五
年
。

（３３
）

芦
田
恵
之
助

『共
に
育
ち
ま
し
ょ
う
』
親
と
子
の
会
、　
一
九
五
二
年
。

（３４
）

立
花
隆

『宇
宙
か
ら
の
帰
還
』
中
央
公
論
社
、　
一
九
八
三
年
。
ま
た
、
『「
〇
ヨ
同
”
∽
ｏ
”
日
国
Ｚ
只
モ
リ
ソ
ン
他
共
編
、
村
上

陽

一
郎

・
公
子
共
訳
、　
一
九
八
三
年
、
日
経
サ
イ
エ
ン
ス
）
も
参
照
。

（３５
）

フ
ツ
サ
‐
ル
、
細
谷
恒
夫
・
木
田
元
訳

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
中
央
公
論
社
、　
一
九
七
四
年
。

（３６
）

Ｔ
・
ク
‐
ン
、
中
山
茂
訳

『科
学
革
命
の
構
造
』
み
す
ず
書
房
、　
一
九
七
一
年
。

（３７
）

前
掲

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
四
〇
〇
ペ
ー
ジ
ｏ

（３８
）

前
田
陽

一
責
任
編
集

『
パ
ス
カ
ル
員
世
界
の
名
著
２９
）
ヽ
中
央
公
論
社
、　
一
九
七
八
年
、
二
三
―
二
四
ベ
ー
ジ
。

（３９
）

Ｒ
・
Ｄ
・
レ
イ
ン
、
志
賀
春
彦

・
笠
原
嘉
訳

『自
已
と
他
者
』
み
す
ず
書
房
、　
一
九
七
五
年
、
二
七
ペ
ー
ジ
。


