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森 信 三 先 生 参 究 誌

「
修
身
教
授
録
」
探
求

（
第
百
九
回
）

質
問

森

信
三

さ
ぁ
今
日
一
つ
質
問
と
い
う
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ

う
。
誰
か
ら
で
も
良
い
で
す
か
ら
尋
ね
て
く
だ
さ
い
。
時

間
が
な
い
で
す
か
ら
遠
慮
し
な
い
よ
う
に
…
…
。
す
る

と
ま
ず
森
田
君
が
立
ち
上
が
る
。

森
田
「
朝
礼
で
本
校
の
よ
う
に
宮
城
遙
拝
を
先
に

よ
う

は
い

し
て
、
先
生
方
に
対
す
る
挨
拶
を
後
に
す
る
の
と
、

先
生
方
と
の
挨
拶
を
先
に
し
て
し
か
る
後
宮
城
遙

拝
お
よ
び
伊
勢
神
宮
遙
拝
を
す
る
の
と
、
先
生
の

お
考
え
は
い
か
が
で
す
か
。

先
生
「
朝
礼
の
際
の
遙
拝
に
つ
い
て
は
、
今
君

の
言
わ
れ
た
よ
う
に
二
通
り
あ
っ
て
、
ど
ち
ら

が
ど
う
と
も
申
さ
れ
ま
せ
ん
。
宮
城
の
遙
拝
を

後
に
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
朝
礼
場
に
集
ま
っ

た
だ
け
で
は
皆
の
者
の
気
分
が
ま
だ
十
分
に
整

っ
て
い
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
。
し
か
し
私
は
本

校
の
よ
う
に
や
っ
た
方
が
よ
く
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

田
中
「
親
鸞
聖
人
は
法
然
上
人
の
弟
子
で
あ
る
の

し
ん

ら
ん
し
よ
う
に
ん

ほ
う

ね
ん
し
よ
う
に
ん

に
新
た
に
一
宗
を
開
か
れ
た
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
。

い
ち
し
ゆ
う

そ
れ
に
対
す
る
先
生
の
お
考
え
は
い
か
が
で
す
か
。

先
生
「
な
か
な
か
良
い
質
問
で
す
ね
。
さ
て
そ

れ
に
つ
い
て
弟
子
で
も
師
匠
ほ
ど
に
立
派
に
な

っ
て
き
ま
す
と
、
そ
の
教
え
の
説
き
方
が
変
わ

っ
て
く
る
も
の
で
す
。
す
な
わ
ち
師
匠
の
精
神

を
受
け
嗣
ぐ
ほ
ど
の
力
量
を
持
っ
た
人
に
な
り

つ

ま
す
と
、
師
匠
の
教
え
を
た
だ
型
通
り
の
紋
切

り
型
で
伝
え
る
だ
け
で
は
済
ま
な
く
な
る
も
の

で
す
。
そ
れ
は
師
匠
の
精
神
を
深
く
追
求
し
て

い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
外
形
を
破
っ
て
奥

深
く
そ
の
精
神
に
立
ち
入
っ
て
そ
の
命
を
つ
か

み
ま
す
か
ら
、
自
ず
と
そ
の
説
き
方
も
変
わ
っ

て
く
る
の
で
す
。
そ
の
意
味
か
ら
は
単
に
師
匠

の
型
通
り
に
説
い
て
い
る
人
は
、
ま
だ
モ
ゥ
一

つ
偉
く
な
い
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。
と
に
か
く

古
今
の
実
例
を
見
て
み
ま
し
て
も
、
師
匠
と
同

格
の
と
こ
ろ
ま
で
く
る
と
必
ず
そ
の
説
き
方
の

形
式
が
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
の
が
普
通
の
よ

う
で
す
」

田
中
「
宗
教
と
国
家
と
の
関
係
は
ど
う
考
え
た
ら

よ
い
で
し
ょ
う
か
」

先
生
「
宗
教
を
通
し
て
国
家
に
安
心
立
命
す
べ

あ
ん

し
ん

り
つ

め
い

き
で
す
。
宗
教
を
貫
い
て
国
体
に
ぶ
ち
当
た
っ

て
い
っ
て
こ
そ
本
当
の
日
本
人
の
信
仰
で
す
。

仏
教
を
た
だ
仏
教
と
し
て
信
じ
て
い
る
だ
け
で

は
、
真
の
日
本
国
民
と
し
て
は
不
十
分
で
す
。

日
本
人
の
真
の
信
仰
は
、
仏
教
を
通
り
抜
け
て

国
体
に
ぶ
つ
か
る
と
こ
ろ
ま
で
行
か
ね
ば
な
ら

ぬ
の
で
す
。
そ
の
点
大
楠
公
は
宗
教
か
ら
申
し

て
も
真
に
宗
教
に
徹
し
た
方
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

「
七
生
報
国
」
と
な
っ
て
初
め
て
真
に
日
本
人

し
ち
し
よ
う
ほ
う

こ
く

と
し
て
の
大
信
仰
で
す
」

田
中
「
仏
教
は
超
国
家
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
ど

う
い
う
こ
と
で
す
か
」

先
生
「
こ
れ
は
一
面
仏
教
の
長
所
で
も
あ
り
ま

す
が
同
時
に
短
所
で
も
あ
り
ま
す
。
な
る
ほ
ど

普
遍
性
と
い
う
点
か
ら
は
長
所
と
い
っ
て
言
え

な
い
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
我
が

国
の
宗
教
と
し
て
は
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
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な
い
の
で
す
。
宗
教
も
わ
が
国
で
は
国
体
に
合

し
た
も
の
で
は
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。

宗
教
は
超
国
家
的
だ
と
言
っ
て
そ
れ
を
良
い
こ

と
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
人
が
今
日
も
な
お
少

な
く
な
い
よ
う
で
す
が
、
真
の
超
越
は
内
部
が

ま
ず
充
実
し
て
、
そ
こ
か
ら
満
ち
溢
れ
出
た
も

の
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。
す
な
わ
ち
内
在
に

し
て
同
時
に
超
越
で
な
け
れ
ば
真
の
超
越
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
で
な
い
と
超
越
と
言
い
な
が
ら

実
は
単
な
る
遊
離
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
う
い
う
点
か
ら
見
て
、
仏
教

は
わ
が
国
の
国
体
を
照
ら
す
一
つ
の
側
面
鏡
で

あ
る
と
い
う
の
が
ま
ず
わ
れ
わ
れ
日
本
人
と
し

て
の
真
の
仏
教
観
で
し
ょ
う
。
」

田
中
「
仏
教
に
は
他
力
と
自
力
と
あ
る
よ
う
で
す

が
、私
の
家
は
真
宗
の
た
め
か
、宗
教
は
他
力
で
な

い
と
い
け
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、先
生
は
ど
う
お

考
え
に
な
ら
れ
ま
す
か
」

先
生
「
他
力
と
か
自
力
と
か
言
い
ま
す
が
、
そ

れ
は
要
す
る
に
そ
の
人
の
性
格
の
肌
合
い
に
よ

っ
て
、
あ
る
い
は
禅
に
あ
る
い
は
真
宗
に
向
く

人
と
別
れ
る
の
で
す
。
そ
こ
で
今
脇
か
ら
優
劣

を
言
う
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
各
自
自
分
の
「
肌

合
い
」
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
入
っ
て
い
く
と
良

い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
自
分
だ
け
が
落
ち
着

く
べ
き
と
こ
ろ
へ
落
ち
着
け
ば
良
い
の
で
す
。

少
な
く
と
も
ま
ず
そ
れ
が
根
本
で
す
。
美
人
薄

命
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
全
て
良
い
も
の
は

ま
た
腐
敗
し
や
す
い
の
で
し
て
、
宗
教
に
は
な

か
な
か
良
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に

ま
た
気
を
つ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
も
な
い
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

田
中「
真
宗
で
は
ど
う
い
う
人
の
本
を
読
ん
だ
ら
よ

い
で
し
ょ
う
か
」

先
生
「
さ
ぁ
私
な
ど
は
曽
我
量
深
さ
ん
と
か
金

子
大
栄
さ
ん
な
ど
の
も
の
に
心
を
惹
か
れ
ま
す

が
、
し
か
し
諸
君
に
は
そ
れ
ら
の
方
の
は
少
し

難
し
す
ぎ
る
で
し
ょ
う
。
諸
君
に
は
蜂
谷
賢
喜

代
さ
ん
な
ど
の
が
良
い
か
と
思
い
ま
す
。
幸
い

こ
の
方
は
大
阪
の
方
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
直

接
ご
指
導
を
い
た
だ
く
便
宜
も
あ
っ
て
良
い
か

と
思
い
ま
す
。

■
吉
田
松
陰
全
集
購
入
予
約
の
す
す
め

冊

一
ヶ
月
一
冊

一
円

銭
宛
て
一
カ
年

12

50

で
は
今
日
は
質
問
は
そ
の
程
度
に
し
て
お
い

て
、
松
陰
全
集
の
ご
紹
介
を
申
し
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
結
論
か
ら
申
せ
ば
、
私
は
諸
君
が
卒
業
記

念
と
し
て
是
非
こ
の
「
松
陰
全
集
」
を
購
う
こ

あ
が
な

と
を
心
か
ら
お
勧
め
し
た
い
の
で
す
。
そ
も
そ

も
人
間
と
い
う
も
の
は
、
最
終
の
学
校
を
卒
業

す
る
と
き
自
分
が
一
生
読
ん
で
も
尽
き
な
い
よ

う
な
本
を
購
う
て
お
く
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

と
い
う
の
は
、
い
つ
も
申
す
よ
う
に
卒
業
と
い

う
も
の
は
業
を
終
わ
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
実

に
新
た
な
る
人
生
の
踏
み
出
し
だ
か
ら
で
あ
り

ま
す
。
そ
の
意
味
で
私
は
卒
業
記
念
と
し
て
諸

君
が
是
非
と
も
こ
の
「
松
陰
全
集
」
を
購
わ
れ

る
こ
と
を
お
奨
め
し
た
い
の
で
す
。

私
も
今
か
ら
ち
ょ
う
ど

年
ほ
ど
前
、
愛
知

20

師
範
を
出
る
と
き
卒
業
記
念
と
し
て
「
日
本
倫

理
彙
編
」
と
い
う
も
の
を
購
い
ま
し
た
。
そ
れ

は
そ
の
頃
愛
知
師
範
に
は
八
木
幸
太
郎
先
生
と

い
う
偉
い
方
が
お
い
で
に
な
り
ま
し
た
の
で
、

私
は
卒
業
の
前
そ
の
先
生
の
と
こ
へ
伺
っ
て
、

卒
業
記
念
に
何
か
書
物
を
買
い
た
い
と
思
い
ま

す
が
何
を
求
め
た
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
、

と
お
尋
ね
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
先
生
は
し
ば
ら

く
じ
っ
と
考
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
や
が
て

「
そ
れ
は
日
本
倫
理
彙
編
」
を
買
う
が
よ
か
ろ

う
。
こ
れ
は
現
在
の
君
に
は
役
に
立
た
な
い
だ

ろ
う
が
、
し
か
し
今
後

年
か

年
し
た
ら
キ

10

15

ッ
ト
役
立
つ
に
違
い
な
い
。
そ
う
ざ
ら
に
は
な

い
本
だ
け
ど
、
し
か
し
探
せ
ば
名
古
屋
に
も
二

組
ぐ
ら
い
は
あ
る
だ
ろ
う
」
と
の
こ
と
で
し
た
。

当
時
４
年
制
度
の
師
範
卒
業
生
に
向
か
っ
て
、

年
後
を
見
通
し
て
「
日
本
倫
理
彙
編
」
を
お

10勧
め
く
だ
さ
っ
た
一
事
を
も
っ
て
し
て
も
、
心

あ
る
人
に
は
先
生
が
い
か
に
卓
越
し
た
方
で
あ

た
く

え
つ

る
か
が
お
分
か
り
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

晩
年
八
高
の
漢
文
の
講
師
を
せ
ら
れ
今
で
も
ご

存
命
で
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く
師
範
の
先
生
と

し
て
は
ま
こ
と
に
も
っ
た
い
な
い
お
偉
い
お
方

で
し
た
。
尤
も
諸
君
に
は
私
が
こ
う
言
っ
て
み

た
と
て
よ
く
分
か
ら
ぬ
で
し
ょ
う
。
と
い
う
の

は
諸
君
に
は
こ
の
「
日
本
倫
理
彙
編
」
と
い
う

書
物
が
い
か
な
る
書
物
で
あ
る
か
が
分
か
ら
な

い
ん
で
す
か
ら
無
理
も
あ
り
ま
せ
ん
。

■「
日
本
倫
理
彙
編
」に
つ
い
て

り
ん

り

い

へ
ん

こ
の
「
日
本
倫
理
彙
編
」
と
い
う
書
物
は
全

部
で

冊
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
大
叢
書
で
、

10

内
容
は
わ
が
国
の
徳
川
時
代
の
有
名
な
学
者
の
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代
表
的
な
著
作
を
全
部
集
め
た
も
の
で
あ
り
ま

す
。
私
は
師
範
を
卒
業
し
て
ち
ょ
う
ど

年
目

13

の
年
頭
に
こ
の
「
日
本
倫
理
彙
編
」
の
中
に
入

り

ん

り

い

へ

ん

っ
て
い
る
藤
樹
先
生
の
「
翁
問
答
」
を
読
ん
だ

お
き
な
も
ん

ど
う

の
が
、
こ
の
「
日
本
倫
理
彙
編
」
を
読
み
出
し

た
そ
も
そ
も
の
手
始
め
で
あ
り
ま
し
て
、
ち
ょ

う
ど
八
木
先
生
の
予
言
が
的
中
し
た
わ
け
で
あ

り
ま
す
。
当
時
は
ま
だ
岩
波
文
庫
に
「
翁
問
答
」

の
入
っ
て
い
な
か
っ
た
時
代
で
あ
り
ま
し
て
、

こ
れ
に
よ
る
他
ち
ょ
っ
と
手
に
入
ら
な
か
っ
た

も
の
で
す
。

さ
て
余
談
は
別
と
し
て
、
諸
君
の
う
ち
に
は

卒
業
記
念
と
し
て
は
「
松
陰
全
集
」

冊
は
チ

12

ト
え
ら
過
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
人
も
少
な
く
な
い

で
し
ょ
う
。
し
か
し
私
が
「
日
本
倫
理
彙
編
」

を
買
っ
た
と
き
に
は
値
は

円
で
し
た
が
、
し

10

か
し
当
時
の
師
範
出
の
初
任
給
は

円
で
す
か

16

ら
、
今
日
の
値
段
に
直
せ
ば
ま
ず

、

６
円
か

35

ら

円
近
い
値
段
で
す
。
こ
れ
を
思
え
ば
今
１

40
冊
１
円

銭
宛
て
の
分
払
い
で

冊
の
「
松
陰

50

12

全
集
」
を
買
う
事
は
必
ず
し
も
高
い
と
は
言
え

な
い
で
し
ょ
う
。
何
ん
と
い
っ
て
も
月
払
い
で

す
か
ら
楽
で
す
。
こ
う
し
て
今
か
ら
諸
君
が
こ

の
予
約
に
入
っ
て
お
く
と
、
ち
ょ
う
ど
諸
君
ら

が
卒
業
す
る
頃
に
は
完
成
し
て
、
諸
君
は

冊
12

の
「
松
陰
全
集
」
を
手
に
し
て
各
々
そ
の
任
地

に
赴
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
天
師

の
昭
和

年
度
の
卒
業
生
は
皆
「
松
陰
全
集
」

13

を
携
え
て
卒
業
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら

実
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。
月
に
１
円

銭
50

の
こ
と
で
す
か
ら
、
一
切
の
費
用
を
節
約
す
れ

ば
大
部
分
の
人
が
何
ん
と
か
な
ら
ぬ
事
は
な
い

で
し
ょ
う
。

私
は
大
学
の
３
年
間
一
切
の
費
用
を
節
し
て

書
物
を
買
っ
た
も
の
で
す
。
ち
ょ
う
ど
第
一
次

欧
州
大
戦
の
後
で
マ
ル
ク
が
下
が
っ
て
ド
イ
ツ

の
書
物
が
安
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
国
か
ら

金
を
送
っ
て
も
ら
う
と
食
券
と
部
屋
代
と
風
呂

札
と
を
買
う
と
、
残
り
の
お
金
全
部
で
本
を
買

っ
た
も
の
で
し
た
。
そ
こ
で
時
に
は
電
車
賃
さ

え
な
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の

お
陰
で
今
日
大
学
の
所
在
地
を
離
れ
て
こ
う
し

た
と
こ
ろ
に
居
て
も
、
一
応
自
分
が
読
ま
ね
ば

な
ら
ぬ
基
本
的
な
古
典
は
事
欠
く
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
ぁ
と
に
か
く
と
し

て
、
諸
君
は
何
と
か
し
て
こ
の
「
松
陰
全
集
」

だ
け
は
買
う
と
良
い
で
す
が
ね
。
わ
ず
か
八
週

間
し
か
い
な
い
臨
教
の
人
で
も
、
私
が
奨
め
た

ら
買
う
人
が
出
て
き
ま
し
た
か
ら
、
う
っ
か
り

す
る
と
諸
君
臨
教
の
人
に
負
け
ま
す
よ
。

■
卒
業
後
の
読
書
に
つ
い
て

卒
業
後
本
を
読
む
人
と
読
ま
な
い
人
と
で
は
、

年
も
す
る
と
そ
の
差
が
ウ
ン
と
つ
い
て
来
て

10ど
う
し
た
っ
て
追
い
つ
け
な
い
よ
う
に
な
り
ま

す
。
で
す
か
ら
諸
君
も

を
過
ぎ
る
頃
ま
で
は

30

ど
こ
か
上
級
学
校
へ
入
っ
て
つ
も
り
で
、
全
く

の
書
生
生
活
を
す
る
の
が
良
い
で
し
ょ
う
。
つ

ま
り
角
帽
を
か
ぶ
ら
な
い
「
無
形
の
大
学
の
学

生
」
に
な
る
ん
で
す
。
そ
う
し
て
ウ
ン
と
立
派

な
書
物
を
読
ん
で
、
大
学
の
卒
業
生
と
何
ら
変

わ
り
な
い
だ
け
の
実
力
を
つ
け
る
の
で
す
。
同

じ
程
度
の
力
で
す
と
、
大
学
出
と
独
学
の
人
と

で
は
独
学
の
人
の
方
が
味
わ
い
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
諸
君
も

ま
で
大
学
に
入
っ
た
つ
も
り

30

で
ウ
ン
と
勉
強
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
に
は
ま

ず
志
を
立
て
て

年
ま
で
は
酒
煙
草
を
飲
ま
ぬ

た

ば

こ

30

こ
と
に
し
て
書
物
を
読
む
の
で
す
。
諸
君
、
御

奉
公
ご
奉
公
ご
奉
公
と
言
っ
た
っ
て
、
実
力
な

く
し
て
国
家
に
ご
奉
公
の
で
き
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
お
互
い
に
深
く
考
え

て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

（
真
壁
定
記
）

（「
修
身
教
授
録
第
三
巻
昭
和

年
９
月

同
志
同
行
社
刊
）

18

日
本
民
族
の
新
生
（
微
言
）

森

信
三

○
日
本
の
新
生
を
思
想
的
図
式
と
し
て
考
え
れ

ば
結
局
「
大
日
本
は
神
国
な
り
」
と
い
う
素
朴

的
な
自
己
肯
定
か
、
キ
リ
ス
ト
教
と
マ
ル
ク
ス

主
義
と
い
う
二
本
の
短
刀
に
よ
っ
て
、
切
腹
的

に
二
重
の
自
己
否
定
を
す
る
こ
と
に
よ
り
「
世

界
史
は
神
曲
な
り
」
と
言
う
絶
大
な
る
真
理
を

生
誕
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

○
「
大
日
本
は
神
国
な
り
」
と
い
う
思
想
の
誤

謬
は
そ
の
神
観
歴
史
観
が
と
も
に
民
族
の
主
観

的
な
自
己
肯
定
た
り
し
と
こ
ろ
に
あ
る
。

○
而
し
て
そ
こ
に
胚
胎
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
神

は
い

た
い

観
と
歴
史
観
と
の
一
貫
性
は
、
今
や
キ
リ
ス
ト

教
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
に
よ
る
徹
底
的
洗
礼
に

よ
っ
て
「
世
界
史
は
神
曲
な
り
」
と
い
う
偉
大

な
る
人
類
の
真
理
を
開
顕
せ
し
め
ん
と
し
つ
つ

か
い

け
ん

あ
る
。
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○
今
日
本
の
新
生
に
あ
た
り
、
そ
の
思
想
的
媒

介
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い

う
人
類
の
持
つ
両
極
的
な
横
の
思
想
の
必
要
な

事
は
、
我
々
の
伝
統
的
な
思
想
が
極
端
な
ま
で

に
生
命
の
縦
の
系
列
を
過
重
視
し
て
来
た
た
め

で
あ
る
。

○
終
戦
後
い
ろ
い
ろ
問
題
に
な
っ
た
日
本
人
の

残
虐
性
の
問
題
も
、
そ
の
根
本
は
生
命
の
縦
の

系
列
の
過
重
視
に
そ
の
最
深
の
因
の
存
す
る
こ

と
を
突
き
止
め
る
ま
で
民
族
的
反
省
を
徹
せ
し

め
る
で
な
け
れ
ば
、
民
族
の
徹
底
的
新
生
は
不

可
能
と
思
わ
れ
る
。

○
民
族
的
反
省
の
要
は
認
め
て
も
、
民
族
の
残

虐
性
の
問
題
に
対
し
て
は
こ
れ
を
黙
殺
ま
た
は

看
過
し
、
い
わ
ん
や
そ
の
根
因
が
民
族
の
伝
統

的
世
界
観
と
し
て
の
生
命
の
縦
の
系
列
の
過
重

視
に
あ
る
と
い
う
点
ま
で
、
反
省
の
メ
ス
を
突

き
刺
し
て
い
く
で
な
け
れ
ば
、
敗
戦
の
真
意
義

に
徹
し
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。

○
ス
ラ
ブ
族
が
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
か
ら
ト
ル
ス
ト

イ
を
経
て
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
至
る
ま
で
の

一
連
の
文
学
に
よ
っ
て
も
窺
え
る
よ
う
な
、
世

界
に
も
稀
な
敬
虔
な
宗
教
的
民
族
で
あ
り
な
が

ら
、
突
如
無
神
論
と
し
て
の
唯
物
史
観
に
よ
る

革
命
を
招
来
せ
し
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今

日
な
お
多
く
の
日
本
人
は
不
審
に
思
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

○
し
か
し
そ
の
原
因
は
一
歩
突
っ
込
ん
で
考
え

て
み
れ
ば
、
極
め
て
明
白
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

ス
ラ
ブ
族
に
は
個
の
自
覚
と
し
て
の
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス
お
よ
び
宗
教
改
革
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ス
ラ
ブ
族
の
奉
じ
た
キ
リ
ス
ト
教

は
ギ
リ
シ
ャ
正
教
で
あ
っ
て
、
最
も
原
始
的
な

も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
が
か
え
っ
て
人
を
し
て

そ
れ
を
無
比
の
敬
虔
性
と
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

○
し
か
し
ギ
リ
シ
ャ
正
教
の
敬
虔
性
は
宗
教
改

け
い

け
ん

革
を
通
過
し
な
い
素
朴
な
る
単
純
性
に
成
立
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
却
っ
て
、
一

転
し
て
正
逆
な
る
唯
物
論
に
も
な
り
う
る
可
能

を
蔵
し
た
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

○
個
の
自
覚
が
欠
け
て
い
た
と
い
う
点
で
は
、

我
ら
の
民
族
も
ま
た
別
個
の
意
味
か
ら
該
当
し

て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
そ
の

点
に
民
族
の
残
虐
性
の
問
題
の
根
因
は
あ
る
の

で
あ
る
。

○
多
く
の
日
本
人
は
、
我
々
日
本
人
ほ
ど
素
朴

純
情
な
民
族
は
な
い
と
信
じ
て
来
、
今
日
な
お

そ
の
惰
性
的
延
長
線
上
に
居
る
人
も
少
な
く
な

い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
い
わ
ゆ
る
素
朴

純
情
そ
の
も
の
が
、
翻
転
す
れ
ば
無
意
識
的
残

ほ

ん
て
ん

虐
性
と
な
る
こ
と
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

民
族
と
し
て
こ
の
点
に
対
す
る
徹
底
的
反
省
を

欠
く
と
き
、
暴
力
支
配
の
思
想
に
引
き
ず
り
込

ま
れ
る
危
険
性
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

○
日
本
の
新
生
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
マ
ル

ク
ス
主
義
と
が
不
可
欠
の
二
大
媒
介
思
想
と
い

う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
的
に
も
、
論

理
的
に
も
明
瞭
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
の
こ
と

は
今
や
現
実
の
上
に
も
実
証
せ
ら
れ
ん
と
し
つ

つ
あ
る
。

○
最
近
京
都
府
下
に
起
こ
っ
た
全
村
を
挙
げ
て

の
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
転
宗
は
、
そ
の
一
原
因
と

し
て
、
青
年
た
ち
の
共
産
党
へ
の
傾
斜
と
い
う

問
題
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
、
実
に
重
大
な

示
唆
を
含
む
事
件
と
い
っ
て
良
い
。
す
な
わ
ち

そ
こ
に
は
如
上
民
族
の
本
能
感
覚
の
一
端
が
窺

じ
よ
じ
よ
う

え
る
の
で
あ
る
。
我
ら
の
民
族
は
今
こ
そ
活
眼

を
開
い
て
現
実
の
上
に
真
理
を
活
読
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
秋
で
あ
る
。

と
き

（
「
開
顕
」
第

号
昭
和

年
６
月
号
）

27

24

あ
と
が
き
に
替
え
て

日
本
民
族
の
新
生
に
つ
い
て
は
戦
後

余
年
を
経
て
の
今
日
、

70

果
た
し
て
森
信
三
先
生
が
申
さ
れ
た
程
度
に
日
本
民
族
の
新
生
が

成
っ
た
か
否
か
は
読
者
の
判
断
に
依
る
こ
と
か
と
…
…
。
日
本
民

族
の
残
虐
性
が
生
命
の
縦
の
系
列
を
過
重
視
し
て
き
た
…
と
の
ご

指
摘
は
、
ひ
と
り
日
本
民
族
の
み
で
は
な
い
と
思
う
。
む
し
ろ
我

が
民
族
は
生
命
の
縦
の
系
列
の
過
重
視
に
つ
い
て
は
、
西
欧
の
、

と
り
わ
け
ド
イ
ツ
民
族
の
方
が
顕
著
で
あ
り
、
こ
れ
は
ナ
ポ
レ
オ

ン
以
前
も
同
様
で
は
な
か
っ
た
か
と
類
推
し
た
い
。
日
本
で
武
士

が
台
頭
し
て
戦
乱
の
一
時
代
が
あ
っ
た
が
、
果
た
し
て
ど
の
程
度

に
残
虐
な
こ
と
が
あ
っ
た
ろ
う
。
江
戸
期
に
入
る
と
、
そ
の
点
は

諸
外
国
よ
り
も
緩
か
っ
た
観
な
し
と
し
な
い
。
た
だ
日
本
民
族
特

有
の
「
自
刃
」
「
切
腹
」
に
つ
い
て
の
考
究
は
必
要
だ
ろ
う
。

（

日
二
繁
）
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