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森 信 三 先 生 参 究 誌

「
修
身
教
授
録
」
探
求

（
第
百
三
回
）

牛
に
引
か
れ
て
善
光
寺
詣
り

森

信
三

掲
示
板
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
よ
う
に
今
晩
か
ら
三
晩
澤

木
和
尚
の
お
話
が
本
田
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
通
学
の
人
は
是

非
行
く
が
良
い
で
し
ょ
う
。
澤
木
和
尚
は
私
の
禅
の
方
の
お

師
匠
さ
ん
で
す
。
な
お
寄
宿
舎
に
い
る
人
は
、
そ
の
う
ち
近

く
の
勝
山
通
り
の
南
京
寺
へ
来
ら
れ
ま
す
か
ら
、
そ
の
時
は

舎
監
の
先
生
の
お
許
し
を
い
た
だ
い
て
私
が
連
れ
て
行
っ
て

あ
げ
ま
し
ょ
う
。
澤
木
和
尚
は
、
諸
君
が
た
だ
そ
の
面
構
え

を
見
る
だ
け
で
も
大
き
な
収
穫
で
し
ょ
う
。
あ
の
鬼
瓦
の
よ

う
な
顔
を
一
目
見
た
だ
け
で
も
、
た
だ
の
和
尚
で
な
い
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。

■「
牛
に
引
か
れ
て
…
」の
意
味

そ
こ
で
今
日
は
多
少
こ
れ
と
連
関
し
た
話
を

い
た
し
ま
し
ょ
う
。
さ
て
諸
君
は
こ
こ
に
書
い

た
「
牛
に
引
か
れ
て
善
光
寺
詣
り
」
と
い
う
諺

の
意
味
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
こ
れ
は
昔
信
州

の
木
曽
谷
に
一
人
の
男
が
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、

そ
の
男
は
大
の
不
信
心
屋
で
、
自
分
が
信
仰
を

持
た
な
い
ば
か
り
か
、
人
の
信
ず
る
こ
と
さ
え

盛
ん
に
悪
口
を
言
っ
た
り
邪
魔
し
た
り
し
て
い

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
日
の
こ
と
、
そ
の
男

の
干
し
て
お
い
た
布
を
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
一

匹
の
大
き
な
黒
牛
が
現
れ
て
、
角
に
引
っ
掛
け

て
ど
ん
ど
ん
走
り
出
し
た
の
で
す
。
そ
こ
で
こ

れ
を
見
た
そ
の
男
は
「
こ
れ
は
た
ま
ら
ぬ
」
と

思
っ
て
ど
ん
ど
ん
牛
を
追
っ
か
け
て
駆
け
出
し

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
男
が
追
っ
か
け
れ
ば

追
っ
か
け
る
だ
け
牛
の
方
も
ど
ん
ど
ん
走
る
。

時
に
は
布
が
手
に
す
れ
す
れ
に
な
る
と
こ
ろ
ま

で
近
づ
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
ど
う

し
て
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
追
っ
か
け

れ
ば
追
っ
か
け
る
ほ
ど
ま
す
ま
す
駆
け
て
行
く

…
。
こ
う
し
て
ま
る
三
日
と
い
う
も
の
牛
を
追

っ
か
け
て
行
っ
た
と
こ
ろ
、
と
う
と
う
牛
が
止

ま
っ
た
の
で
「
ヤ
レ
や
れ
」
と
思
っ
て
見
て
み

る
と
、
自
分
は
い
つ
し
か
善
光
寺
の
境
内
に
入

っ
て
い
た
と
言
う
の
で
す
。
同
時
に
「
ハ
ッ
」

と
思
っ
て
み
れ
ば
、
今
の
今
ま
で
自
分
が
追
っ

か
け
て
き
た
黒
牛
の
姿
は
掻
き
消
す
よ
う
に
消

え
て
、
た
だ
一
筋
の
さ
ら
し
の
み
が
目
の
前
の

敷
石
の
上
に
白
々
と
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
こ
で
そ
の
男
も
初
め
て
あ
の
牛
は
た
だ
の
牛

で
は
な
く
て
、
こ
の
不
信
心
な
自
分
を
こ
こ
ま

で
お
呼
び
寄
せ
に
な
る
た
め
に
遣
わ
さ
れ
た
善

光
寺
様
の
お
使
い
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分

か
っ
た
と
言
う
の
で
す
。
同
時
に
長
年
の
「
我
」

の
角
が
取
れ
て
、
そ
れ
か
ら
は
深
い
信
心
の
人

か
ど

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

■
あ
る
縁
が
…

さ
て
以
上
の
話
は
既
に
諸
君
も
小
さ
い
頃
か

ら
お
母
さ
ん
な
り
お
婆
さ
ん
な
り
か
ら
聞
か
さ

れ
た
人
が
多
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
話
が
本
当
に
あ
っ
た
こ
と
や
ら
、
誰
か
が

作
っ
た
話
や
ら
そ
れ
は
私
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
そ
う
し
た
事
は
ど
ち
ら
で
も
よ
い
こ
と

で
あ
り
ま
し
て
、
大
事
な
の
は
こ
の
話
の
中
に
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宿
っ
て
い
る
道
理
の
も
つ
意
味
味
わ
い
で
あ
り

ま
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
私
は
深
く
感
動
す
る

者
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
こ
の
話
の
中
に
は

多
く
の
人
間
が
…
そ
う
し
て
そ
れ
は
必
ず
し
も

優
れ
た
人
で
は
な
く
、
私
ど
も
の
よ
う
に
愚
か

な
く
せ
に
な
か
な
か
強
情
傲
慢
な
人
間
が
、
い

ろ
い
ろ
の
縁
に
催
さ
れ
て
つ
い
に
心
の
目
の
開

け
る
に
い
た
る
と
こ
ろ
の
道
行
き
が
、
実
に
鮮

や
か
に
物
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
か
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
い
や
さ
ら
に
一
歩
進

め
て
申
せ
ば
、
余
人
は
い
ざ
知
ら
ず
少
な
く
と

も
私
自
身
の
過
去
の
姿
が
こ
の
一
つ
の
話
の
中

に
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

か
く
し
て
私
か
ら
す
れ
ば
そ
の
男
と
は
他
人
事

で
は
な
く
、
い
わ
ん
や
遠
い
昔
の
信
州
の
話
な

ど
で
は
な
く
て
、
実
に
過
ぎ
る
十
数
年
間
に
お

け
る
私
自
身
の
姿
と
申
し
て
よ
い
の
で
あ
り
ま

す
。

■
澤
木
和
尚
と
の
な
れ
そ
め

そ
こ
で
先
ほ
ど
澤
木
和
尚
の
話
を
聞
き
に
行

く
よ
う
に
お
奨
め
し
た
関
係
上
、
私
が
ど
う
し

て
和
尚
を
知
る
に
至
っ
た
か
の
一
端
を
申
し
て

み
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
や
が
て
ま
た
私
の
過
去

が
、
先
ほ
ど
申
し
た
牛
に
引
か
れ
て
善
光
寺
詣

り
を
し
た
男
と
同
様
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を

お
話
し
す
る
こ
と
と
も
な
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
私
が
初
め
て
澤
木
和
尚
の
名
を
聞
い

た
の
は
、
私
が
京
都
大
学
に
入
っ
て
早
々
の
こ

と
で
し
た
。
私
に
和
尚
の
事
を
話
し
て
、
ぜ
ひ

和
尚
の
話
を
聞
き
に
行
く
よ
う
に
と
勧
め
て
く

れ
た
の
は
、
か
ね
て
高
等
学
校
時
代
か
ら
和
尚

の
お
弟
子
で
あ
っ
た
友
人
で
し
た
。
と
こ
ろ
が

当
の
私
は
、
な
ん
だ
か
ん
だ
と
口
実
を
設
け
て

結
局
最
初
の
時
は
行
か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま

す
。
当
時
和
尚
は
熊
本
の
郊
外
の
桃
畑
に
居
て
、

春
秋
二
回
五
高
出
身
の
有
縁
の
学
生
を
主
と
し

う

え

ん

て
、
は
る
ば
る
九
州
か
ら
上
っ
て
来
て
東
京
ま

で
行
か
れ
る
の
で
し
た
。
そ
う
し
て
私
が
初
め

て
奨
め
ら
れ
た
の
は
入
学
早
々
の
こ
と
で
し
た

か
ら
春
の
会
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
る
に
そ

の
う
ち
や
が
て
秋
に
な
っ
て
ま
た
和
尚
が
や
っ

て
こ
ら
れ
た
の
で
、
先
の
友
人
が
今
度
こ
そ
は

是
非
に
と
奨
め
て
や
ま
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で

さ
す
が
の
私
も
友
人
の
手
前
義
理
に
も
断
る
わ

け
に
ゆ
き
か
ね
て
、
大
し
て
心
が
す
す
ん
だ
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
と
に
か
く
行

っ
て
聞
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

さ
て
そ
の
最
初
の
時
に
受
け
た
私
の
感
じ
は
、

ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
た
お
坊
さ
ん
だ
と
い
う
印
象

を
受
け
ま
し
た
が
、
し
か
し
ま
さ
か
こ
の
方
が

我
が
国
の
曹

洞

宗
に
お
い
て
、
か
け
が
え
の
な

そ
う
と
う
し
ゆ
う

い
傑
物
で
あ
ろ
う
と
ま
で
は
思
わ
な
か
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
あ

り
ま
し
て
、
当
時
の
私
は
そ
の
程
度
の
も
の
で

し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
第
一
そ
れ
ま

で
の
私
は
、
多
少
真
宗
の
話
は
聞
い
て
い
ま
し

た
が
禅
宗
の
お
坊
さ
ん
な
ど
と
い
う
も
の
に
は

只
の
一
人
も
逢
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
し

た
。
し
か
し
不
思
議
な
も
の
で
、
そ
れ
か
ら
と

い
う
も
の
は
も
は
や
単
な
る
お
義
理
で
は
な
く

て
、
和
尚
の
来
ら
れ
る
毎
に
進
ん
で
聞
き
に
い

く
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
は
和
尚
の
来
ら
れ
る

の
を
相
当
前
か
ら
心
待
ち
す
る
よ
う
に
も
な
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、

そ
れ
ま
で
和
尚
の
世
話
を
し
て
い
た
友
人
の
草

場
弘
君
が
東
京
に
去
り
、
そ
の
あ
と
を
お
世
話

し
て
お
ら
れ
た
京
大
の
国
文
学
の
教
授
の
澤
潟

先
生
の
お
宅
に
御
病
人
が
あ
っ
た
り
し
て
、
と

う
と
う
私
の
宅
で
お
世
話
を
申
す
よ
う
な
こ
と

に
も
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
愚
か
な

私
に
は
、
そ
れ
で
も
な
お
澤
木
和
尚
が
我
が
国

曹
洞
禅
の
真
精
神
を
今
日
に
伝
え
る
唯
一
掛
け

替
え
の
な
い
お
方
だ
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り

分
か
る
に
は
、
そ
の
後
な
お
数
年
の
歳
月
を
要

し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
結
局
最
初
に
お
会
い
申

し
て
か
ら
七
、
八
年
経
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
そ
の
こ
と
は
さ
ら
に
私
の
終
生
の
恩
師

で
あ
る
西
晋
一
郎
先
生
の
場
合
に
つ
い
て
も
ほ

ぼ
同
様
で
あ
り
ま
し
て
、
先
生
の
真
の
お
偉
さ

が
は
っ
き
り
と
分
っ
て
、
こ
の
方
こ
そ
真
の
自

分
の
生
涯
を
か
け
て
学
ぶ
べ
き
方
だ
と
一
心
決

定
し
ま
し
た
の
は
、
私
が
初
め
て
先
生
の
教
え

を
受
け
て
か
ら
や
は
り
七
、
八
年
過
ぎ
て
か
ら

の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

■
初
め
か
ら
の
め
り
込
む
こ
と
な
し

以
上
は
私
の
恥
話
で
あ
り
全
く
の
懺
悔
で
あ

ち

わ

ざ

ん

げ

り
ま
す
が
、
そ
れ
を
敢
え
て
諸
君
の
前
へ
さ
ら

け
出
し
た
の
は
、
優
れ
た
方
は
別
で
し
ょ
う
が
、

ま
ず
私
如
き
平
凡
な
人
間
の
場
合
に
は
、
決
し

て
初
め
か
ら
真
剣
な
求
道
心
は
起
こ
り
得
な
か

ぐ

ど

う

し

ん

っ
た
と
い
う
事
を
申
す
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
同
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時
に
ま
た
我
が
眼
前
に
、
我
が
国
に
お
い
て
そ

の
道
で
掛
け
替
え
の
な
い
優
れ
た
方
に
接
し
て

い
な
が
ら
、
そ
の
方
の
真
の
お
偉
さ
が
わ
か
る

に
は
、
大
抵
八
年
な
い
し
十
年
近
い
歳
月
を
要

し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
こ
れ
は
私
の
よ
う
な
愚
か
な
者
を
標
準
に
し

た
話
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
素
質
の
優
れ
た
人
を

も
同
様
に
み
な
す
事
は
出
来
な
い
で
し
ょ
う
。

現
に
栂
尾
の
明
恵
上
人
の
如
き
は
、
わ
ず
か
三

と
が
の
お

十
四
歳
に
し
て
す
で
に
宗
教
心
の
芽
生
え
が
あ

り
、
青
年
時
代
に
至
っ
て
は
自
ら
耳
を
切
っ
て

誘
惑
を
退
け
て
お
ら
れ
る
ほ
ど
に
傑
れ
た
方
で

す
ぐ

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
斯
様
な
お
方
は
い
わ
ば

古
今
の
精
神
的
人
傑
で
あ
り
ま
し
て
、
い
ま
我

々
如
き
者
は
、
初
め
て
友
人
に
対
す
る
義
理
と

か
な
ん
と
か
そ
う
し
た
事
ど
も
を
縁
と
し
て
、

少
し
ず
つ
精
神
の
世
界
に
引
き
込
ま
れ
て
い
く

も
の
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
わ
け
で
、
私
と
し
て
は
何
卒
し
て

な
に
と
ぞ

今
日
の
和
尚
の
お
話
を
諸
君
に
聞
き
に
行
っ
て

も
ら
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
私
に
対

す
る
義
理
と
し
て
で
も
よ
ろ
し
い
で
す
か
ら
ぜ

ひ
聴
い
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
そ
う
し
て

五
年
八
年
と
続
け
て
い
る
う
ち
に
は
、
な
る
ほ

ど
と
思
い
当
た
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。

■
自
分
の
目
と
耳
で
…

な
お
つ
い
で
で
す
が
、
一
人
の
優
れ
た
方
の

本
当
の
値
打
ち
を
知
る
に
は
、
第
一
段
階
と
し

て
は
そ
の
方
が
現
在
日
本
に
お
い
て
そ
の
専
門

の
領
域
に
お
い
て
い
か
な
る
地
位
を
占
め
て
お

ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
単
な
る
世
評
と
し

て
で
な
く
て
わ
が
身
を
ぶ
ち
つ
け
て
知
る
こ
と

で
す
。
こ
れ
が
本
当
に
わ
か
れ
ば
一
応
ま
ず
そ

の
方
を
知
っ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
が
更
に
一

歩
を
進
め
れ
ば
、
次
に
は
そ
の
方
が
我
が
国
の

そ
の
道
の
歴
史
の
上
で
い
か
な
る
位
置
を
占
め

る
方
か
と
い
う
こ
と
の
見
当
の
つ
き
始
め
る
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
な
か
な
か
容

易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
う
っ
か
り

す
る
と
と
ん
だ
間
違
い
を
す
る
危
険
も
あ
り
ま

し
ょ
う
。
し
か
し
本
当
の
こ
と
を
申
せ
ば
こ
の

点
が
あ
る
程
度
ま
で
わ
か
ら
な
い
こ
と
に
は
、

そ
の
方
に
対
す
る
尊
敬
と
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ

で
真
に
徹
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
と
思
い
ま

す
。
（
橋
本
博
記
）

■
雑
話

明
恵
上
人
に
つ
い
て
は
村
上
素
道
師
の
「
栂
尾
の

明
恵
上
人
」
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
気
を
つ
け
て

い
る
と
古
本
で
出
ま
す
か
ら
読
ん
で
ご
ら
ん
な
さ

い
。
日
本
仏
教
史
上
で
の
傑
僧
の
一
人
で
す
。

次
に
ガ
ラ
ス
窓
を
閉
め
る
時
は
静
か
に
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
物
事
を
静
か
に
す
る

こ
と
を
力
の
無
い
よ
う
に
考
え
る
の
は
外
か
ら
眺

め
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
実
際
に
や
る
人
は
緊
張
し

て
い
な
く
て
は
静
か
に
は
出
き
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

同
様
に
廊
下
や
階
段
を
音
を
立
て
な
い
よ
う
に

歩
く
こ
と
。
自
分
は
他
の
修
行
は
と
て
も
よ
う
し

な
い
が
、
廊
下
や
階
段
を
音
を
立
て
な
い
よ
う
に

歩
く
こ
と
だ
け
は
守
っ
て
み
よ
う
と
決
心
し
た
人

は
、
そ
れ
だ
け
で
も
ど
こ
か
違
っ
て
見
え
ま
し
ょ

う
。
人
間
只
の
一
事
だ
け
で
も
一
生
を
貫
い
て
守

り
通
せ
ば
ひ
と
か
ど
の
人
間
に
な
れ
ま
す
。
も
っ
と

も
そ
れ
を
人
に
話
す
事
は
禁
物
で
す
が
…
…
。
こ

こ
に
学
校
教
師
の
悲
劇
が
あ
り
ま
す
。
本
来
な
ら

他
人
に
語
る
べ
か
ら
ざ
る
斯
様
な
修
養
上
の
工
夫

を
、
他
人
に
向
か
っ
て
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
は
人
生
の
一
悲
惨
事
で
す
。
そ
う
し
て
そ
れ
が

お
互
い
学
校
教
師
と
い
う
者
の
運
命
で
す
。

（
「
修
身
教
授
録
第
三
巻
昭
和

年
９
月

同
志
同
行
社
刊
）

18

日
本
民
族
が
担
っ
た
も
の
（
微
言
）

森

信
三

○
「
彼
ら
を
赦
せ
、
彼
ら
は
知
ら
ざ
る
な
り
」

と
は
聖
者
の
示
す
最
深
の
真
理
の
一
つ
で
あ
る
。

○
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
デ
ル
フ
ォ
イ
の

神
殿
に
刻
ま
れ
た
一
語
は
人
類
永
遠
の
真
理
で

あ
る
。
た
だ
今
爾
大
戦
ま
で
は
そ
の
個
人
的
妥

当
の
み
が
考
え
ら
れ
て
来
た
が
、
今
爾
大
戦
は

こ

ん

じ

そ
の
国
家
民
族
へ
の
妥
当
を
教
え
初
め
た
と
い

そ

っ
て
よ
い
。
そ
し
て
そ
の
最
初
の
開
眼
が
今
や

我
ら
の
民
族
に
よ
っ
て
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
。

○
人
類
の
歴
史
上
未
だ
か
つ
て
行
わ
れ
な
か
っ

た
こ
と
を
始
め
た
も
の
は
…
…
こ
れ
が
善
事
で

あ
れ
ば
史
上
最
大
の
恩

寵
を
受
け
る
べ
く
、
も

お
ん
ち
よ
う

し
ま
た
そ
れ
が
悪
事
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
人

類
最
深
の
神
の
審
判
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。

○
対
流
回
流
は
神
意
の
物
界
に
お
け
る
顕
現
で

あ
る
。

○
俑
と
い
う
文
字
を
生
み
出
し
た
漢
民
族
は
卓

よ
う

す
ぐ



4

れ
た
歴
史
的
認
識
を
も
つ
民
族
と
言
わ
ね
ば
な

ら
ま
い
。

○
最
も
聡
明
な
る
も
の
も
自
己
を
客
観
視
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
し
て
主
体
が
個
人
か

ら
国
家
へ
と
移
行
す
る
と
き
、
そ
の
困
難
は
飛

躍
的
に
次
元
を
増
す
。

○
神
の
審
判
と
い
う
思
想
を
我
ら
の
土
俗
は
古

来
「
天
に
唾
す
る
も
の
…
…
」
と
い
う
俚
諺
の

つ
ば

り

げ

ん

形
で
把
握
し
て
き
た
。

○
「
汝
の
敵
を
赦
せ
」
と
い
う
真
理
の
表
現
形

式
と
「
恩

讐
の
彼
方
に
」
と
い
う
表
現
形
式
と

お
ん
し
ゆ
う

…
。
人
類
は
今
や
改
め
て
同
一
真
理
に
関
す
る

積
極
消
極
の
二
種
の
表
現
形
式
の
も
つ
二
重
の

長
短
得
失
に
つ
い
て
審
思
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

し

ん

し

時
期
に
到
達
し
た
。

○
勝
敗
と
い
ふ
こ
と
に
対
す
る
根
本
反
省
を
古

来
い
づ
れ
の
民
族
が
最
も
深
刻
に
為
し
た
と
言

え
る
で
あ
ら
う
か
。
敗
者
に
於
い
て
ま
た
勝
者

に
お
い
て
…
。

○
真
の
反
省
と
は
、
自
ら
の
立
つ
立
場
そ
の
も

の
に
対
し
て
根
本
的
に
メ
ス
を
入
れ
る
こ
と
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
ら
ざ
れ
ば
そ
れ
を
反

省
と
言
っ
て
も
単
に
自
慰
的
堂
々
巡
り
的
な
も

の
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
こ
の
こ
と
の
現
実
に

は
如
何
に
至
難
な
こ
と
で
あ
る
か
。
特
に
国
家

民
族
を
主
体
と
す
る
場
合
に
お
い
て
…
。

○
神
の
審
判
に
終
期
は
な
い
。

○
自
ら
の
う
ち
に
悪
の
潜
在
し
て
い
る
知
る
こ

と
の
困
難
さ
は
個
人
主
体
の
場
合
の
方
が
遙
か

に
大
で
あ
る
。

○
他
を
戒
め
ん
と
す
る
者
は
自
己
も
ま
た
戒
め

る
べ
き
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
個
人
と
し

て
も
ま
た
民
族
と
し
て
も
…
。

○
法
律
的
不
法
は
法
が
審
く
が
法
を
超
え
た
不

法
は
神
こ
れ
を
裁
き
給
う
。

○
人
類
史
上
真
の
暗
黒
時
代
と
称
せ
ら
れ
る
べ

き
も
の
は
果
し
て
い
つ
の
時
代
で
あ
ら
う
か
。

そ
れ
が
中
世
で
あ
る
か
現
在
で
あ
る
か
は
た
ま

た
未
来
で
あ
る
か
は
神
の
み
か
知
り
給
ふ
と
こ

ろ
で
あ
ら
う
。

○
神
と
文
明
と
は
等
し
く
な
い
。

○
以
前
に
な
か
り
し
も
の
を
与
え
た
と
思
っ
て

も
、
前
に
は
あ
っ
て
今
は
な
く
な
っ
た
も
の
の

あ
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
気
づ
く
こ

と
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
う
し
て
こ
れ
を
妨
げ

る
も
の
は
、
個
人
で
あ
れ
は
た
ま
た
民
族
で
あ

れ
畢

竟
す
る
に
我
執
に
他
な
ら
な
い
。

ひ
つ
き
よ
う

○
真
に
相
手
を
責
め
る
資
格
の
あ
る
の
は
、
自

ら
も
か
つ
て
同
種
の
過
ち
を
犯
さ
な
か
っ
た
ば

か
り
で
な
く
、
将
来
と
い
え
ど
も
犯
す
こ
と
な

き
こ
と
が
確
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

〇
神
は
一
部
の
人
間
の
意
志
と
意
図
と
を
蹂

躙

じ
ゆ
う
り
ん

し
て
そ
の
御
心
を
為
し
給
う
。

○
人
類
の
宿
業
に
つ
い
て
憐
れ
み
か
つ
審
き
給

う
も
の
…
…
そ
れ
は
只
神
の
み
で
あ
る
。

（
「
開
顕

号

昭
和

年

月
）

20

23

11

あ
と
が
き
に
替
え
て

今
回
の
「
微
言
」
は
初
め
て
の
掲
載
で
あ
る
。
日
本
民
族
が
敗

戦
後
、
森
信
三
先
生
が
言
わ
れ
る
よ
う
な
深
い
反
省
の
途
を
歩
ん

で
き
た
と
は
愚
生
は
首
肯
し
が
た
い
。
そ
こ
ま
で
民
族
は
学
ん
で

は
い
な
い
と
思
う
の
だ
。
こ
の
論
考
は
敗
者
も
勝
者
も
噛
み
し
め

る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
…
。
安
倍
政
権
は
た
だ
い
ま
新
し
い
「
こ

と
ば
」
を
世
界
に
発
信
す
べ
く
腐
心
し
て
い
る
、
が
世
界
を
納
得

し
得
る
文
言
作
成
は
至
難
中
の
至
難
。
世
界
も
森
信
三
先
生
の
考

究
の
深
さ
に
至
っ
て
は
い
な
い
。
遅
遅
と
し
て
人
類
の
歩
み
は
続

く
だ
ろ
う
が
楽
観
は
禁
物
。
国
家
と
国
家
の
存
続
は
話
し
合
い
の

み
で
解
決
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
ど
こ
か
に
き
な
臭
い
地
域
と

指
導
者
が
い
る
。「
俑
」
と
い
う
文
字
を
森
信
三
先
生
は
取
り
上

げ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
が
愚
生
に
は
分
か
ら
な
い
。

（

日
二
繁
）
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