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修
身
教
授
録
」
探
求

（
第
百
二
十
一
回
）

芦
田
先
生

森

信
三

■
芦
田
先
生
に
つ
い
て

芦
田
恵
之
助
先
生
に
つ
い
て
は
す
で
に
諸
君

の
中
に
も
お
名
前
を
う
か
が
っ
て
い
る
人
が
少

な
く
な
い
で
し
ょ
う
。
先
生
は
現
在
わ
が
国
の

国
語
教
授
者
と
し
て
は
、
正
し
く
そ
の
道
の
第

一
人
者
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
先
生
の
お
偉

さ
は
一
人
そ
れ
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に

明
治
以
後
わ
が
国
の
小
学
教
育
に
お
い
て
、
小

学
教
師
と
し
て
一
道
を
開
か
れ
た
恐
ら
く
は
最

初
の
方
と
申
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
先
生
が
国
語

教
授
に
置
い
て
当
代
の
第
一
人
者
で
お
ら
れ
る

と
い
う
事
は
人
皆
こ
れ
を
知
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
先
生
が
明
治
以
後
小
学

教
師
と
し
て
一
道
を
開
か
れ
た
最
初
の
方
で
あ

る
と
言
う
一
点
に
至
っ
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ

で
は
未
だ
必
ず
し
も
多
く
の
人
が
こ
れ
を
認
め

て
い
る
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
思
う
に
こ

の
認
識
は
、
そ
れ
が
一
般
的
に
な
る
た
め
に
は

お
そ
ら
く
は
先
生
の
没
後
あ
る
程
度
の
年
限
を

要
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
実
際
我
々
凡

人
と
し
て
は
、
現
存
の
偉
人
に
対
し
て
そ
の
方

の
将
来
占
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
歴
史
的
位
置
を

今
日
に
お
い
て
十
分
に
予
見
洞
察
す
る
と
い
う

こ
と
は
甚
だ
困
難
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か

も
私
は
そ
こ
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て

も
そ
の
方
の
真
価
を
認
め
た
も
の
と
は
言
い
難

い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
今
芦

田
先
生
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、

先
生
が
果
た
し
て
わ
が
国
明
治
以
後
の
教
育
史

上
に
お
い
て
、
い
か
ほ
ど
の
足
跡
を
残
さ
れ
る

方
か
は
、
私
ご
と
き
者
に
は
十
分
に
は
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
し
か
し
少
な
く
と
も
先
生
の
拓
か

れ
た
道
は
先
生
の
肉
体
の
死
と
と
も
に
没
し
去

る
も
の
で
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
り
ま
す
。

少
な
く
と
も
そ
れ
は
か
の
三
浦
修
吾
先
生
の
精

神
が
没
後
二
十
有
余
年
の
今
日
に
お
い
て
も
な

お
心
あ
る
一
部
の
教
育
者
の
心
の
中
に
生
き
つ

つ
あ
る
程
度
に
は
残
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
い
や

先
生
の
道
と
そ
の
精
神
と
は
、
恐
ら
く
は
こ
れ

を
超
え
る
こ
と
に
遥
か
な
る
も
の
が
あ
る
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
今
は
そ
れ
ら
の
こ
と
に
関
し
て

詳
細
を
語
る
暇
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
と

に
か
く
先
生
の
道
と
精
神
と
は
、
明
治
以
降
始

め
て
小
学
教
師
と
し
て
一
道
開
か
れ
た
方
と
し

て
、
将
来
永
く
国
民
教
育
者
の
心
か
ら
心
へ
と

伝
わ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

■
ご
経
歴

さ
て
先
生
に
つ
い
て
語
る
に
あ
た
っ
て
最
初

に
ま
ず
申
し
た
い
こ
と
は
、
先
生
は
必
ず
し
も

生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
聡
穎
（
そ
う
え
い
）
俊

敏
な
方
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
い
や
先
生
自
身
の
述

懐
に
よ
れ
ば
、
先
生
は
小
学
時
代
に
は

、
３

42

人
中
の

、
７
番
位
の
こ
と
も
お
あ
り
で
あ
っ

36

た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
な
か
な

か
根
性
の
ひ
ね
く
れ
て
手
に
負
え
な
い
や
ん
ち

ゃ
坊
主
で
あ
っ
た
と
は
、
先
生
ご
自
身
の
述
懐

で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
先
生
は
そ
の
学
歴
に
お

い
て
も
田
舎
の
小
学
校
を
卒
業
せ
ら
れ
た
だ
け

で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
先
生
は
諸
君
ら
の
ご

と
く
師
範
教
育
を
受
け
て
お
ら
れ
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。
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■
「
師
」
と
の
邂
逅

し
か
ら
ば
そ
の
よ
う
に
そ
の
素
質
か
ら
い
っ

て
も
、
は
た
ま
た
そ
の
学
歴
か
ら
申
し
て
も
、

何
ら
こ
れ
と
い
う
こ
と
の
な
か
っ
た
先
生
が
、

ど
う
し
て
今
日
の
よ
う
な
世
界
を
拓
か
れ
る
に

到
っ
た
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
の
根
本
原

因
を
な
す
も
の
は
果
た
し
て
何
で
あ
り
ま
し
ょ

う
か
。
こ
れ
先
生
を
知
る
上
で
最
も
大
切
な
点

と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
今
こ
の
点
に
つ
い
て

直
接
先
生
か
ら
伺
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
全
く

「
師
」
の
お
か
げ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
す
な
わ
ち
先
生
の
一
生
は
そ
の
人
生
の

旅
路
に
お
い
て
、
ゆ
く
り
な
く
も
出
逢
わ
れ
た

一
人
の
非
凡
な
る
精
神
的
巨
人
の
影
響
を
受
け

ら
れ
て
、
ま
さ
に
１
８
０
度
的
転
回
を
せ
ら
れ

た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
ら
ば
先
生
の
道
の
師

匠
と
は
誰
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
岡
田

式
静
坐
法
の
開
祖
岡
田
虎
二
郎
先
生
そ
の
人
で

あ
り
ま
す
。
実
は
岡
田
先
生
に
つ
い
て
は
、
私

も
諸
君
ら
よ
り
も
ま
だ
若
い
少
年
の
日
に
、
数

度
そ
の
お
姿
を
拝
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り

ま
す
が
、
今
は
岡
田
先
生
に
つ
い
て
申
し
述
べ

る
余
裕
を
持
ち
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
岡
田
先
生
に

つ
い
て
知
り
た
い
人
は
先
生
の
語
録
で
あ
る
「
岡

田
虎
二
郎
先
生
語
録
」
を
読
ま
れ
る
こ
と
を
お

勧
め
い
た
し
ま
す
。
こ
の
書
は
明
治
以
後
語
録

の
形
態
を
な
し
て
い
る
著
述
の
中
で
最
も
優
れ

た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

■
心
の
純
粋
さ
と
生
命
の
弾
力

さ
て
こ
こ
で
一
つ
の
注
意
を
要
す
る
事
柄
は
、

先
生
が
初
め
て
岡
田
先
生
に
出
逢
わ
れ
た
年
齢

の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
先
生
が
初
め

て
岡
田
先
生
に
出
逢
わ
れ
た
の
は
、
実
に
先
生

の
歳
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

40こ
れ
は
深
く
注
意
す
べ
き
こ
と
と
思
う
の
で
す
。

と
申
す
の
は
、
人
間
四
十
に
も
な
れ
ば
、
ほ
と

ん
ど
大
部
分
の
人
は
そ
の
心
が
凝
固
し
て
し
ま

っ
て
、
い
か
な
る
偉
人
で
あ
っ
て
も
容
易
に
そ

の
偉
人
た
る
こ
と
に
気
が
つ
か
ず
、
仮
に
多
少

は
気
づ
い
た
と
し
ま
し
て
も
、
自
ら
就
い
て
こ

れ
に
学
ぶ
と
い
う
事
は
容
易
に
為
し
え
な
い
の

が
普
通
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
芦
田
先
生
の

お
偉
さ
は
、
齢

に
及
ん
で
も
真
に
優
れ
た
方

40

に
出
会
わ
れ
れ
ば
、
自
己
の
一
切
を
投
げ
出
し

て
こ
れ
に
就
き
従
う
だ
け
の
心
の
純
粋
さ
を
失

わ
れ
な
か
っ
た
点
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し

か
る
に
心
な
き
人
は
先
生
の
こ
の
心
の
純
粋
さ

を
以
て
、
先
生
の
お
弱
さ
の
ご
と
く
に
誤
り
解

す
る
者
が
時
に
な
い
で
も
あ
り
ま
す
ま
い
。
し

か
し
か
く
の
ご
と
き
誤
ま
れ
る
も
ま
た
甚
だ
し

き
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
こ
そ
実
は
先
生

の
生
命
力
の
強
靱
無
比
な
る
弾
力
性
を
示
す
も

の
で
あ
り
ま
す
。
け
だ
し
人
間
が
一
人
の
精
神

的
偉
人
に
出
逢
っ
て
自
己
の
今
日
ま
で
持
ち
来

た
っ
た
一
切
を
投
じ
て
、
帰
依
し
尊
敬
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
実
に
容
易
な
ら
ざ
る
精
神
的
弾

力
を
要
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
そ

れ
に
は
自
己
の
今
日
ま
で
の
我
見
の
一
切
を
投

げ
出
す
だ
け
の
生
命
の
弾
力
な
く
し
て
は
、
到

底
な
し
能
わ
ざ
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

が
同
時
に
ま
た
か
く
し
て
一
切
を
投
げ
出
し
得

る
人
は
、
そ
の
後
の
空
所
へ
そ
の
卓
越
せ
る
人

の
持
つ
一
切
を
吸
収
す
る
だ
け
の
大
い
な
る
生

命
の
吸
収
力
を
持
つ
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
芦
田
先
生
と
い
う
方
は
、
齢

に
し
て
ま
さ

40

に
斯
く
の
ご
と
き
人
生
の
大
転
換
を
敢
行
せ
ら

れ
た
方
で
あ
り
ま
す
。
今
先
生
の
そ
の
時
の
お

年
よ
り
若
き
こ
と
ま
さ
に
二
十
年
で
あ
る
諸
君

は
、
こ
の
一
事
を
知
っ
て
果
た
し
て
い
か
な
る

感
慨
が
あ
り
ま
す
か
。

■
教
壇
行
脚

か
く
し
て
岡
田
先
生
の
お
導
き
に
よ
っ
て
、

新
た
な
る
人
生
の
道
に
立
た
れ
た
先
生
は
、
そ

の
後
齢

に
至
っ
て
、
種
々
な
る
ご
事
情
か
ら

53

し
て
、
現
在
の
よ
う
な
教
壇
行
脚
を
思
い
立
た

れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
同
志
の
招
き

に
応
じ
て
、
全
国
至
る
所
の
小
学
校
の
教
壇
に

立
ち
、
見
知
ら
ぬ
子
供
達
に
国
語
の
授
業
を
試

み
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
く
し
て
先
生
の

ご
授
業
は
年
と
共
に
錬
磨
せ
ら
れ
て
、
ま
さ
に

入
神
の
技
と
も
申
し
あ
げ
る
べ
き
境
域
に
達
し
、

先
生
が
来
ら
れ
る
と
い
え
ば
、
直
ち
に
２
０
０
、

３
０
０
の
人
が
そ
の
教
場
に
馳
せ
参
ず
る
の
で

あ
り
ま
す
。
現
に
大
阪
府
下
へ
も
こ
の
間
か
ら

お
い
で
に
な
っ
て
、
来
週
の
月
曜
日
頃
ま
で
数

箇
所
で
授
業
を
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

■
「
皆
読
皆
書
」

さ
て
先
生
の
ご
授
業
は
、
た
だ
い
ま
も
申
す

よ
う
に
、
実
に
神
品
の
名
に
値
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
が
、
し
か
も
私
ど
も
は
た
だ
外
面
に
現

れ
た
そ
の
巧
み
さ
の
み
に
見
と
れ
て
、
そ
の
依

っ
て
っ
て
来
た
る
真
源
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。
思
う
に
先
生
の
教
授
法
が

今
日
の
ご
と
き
神
品
の
域
に
達
せ
ら
れ
た
の
は
、

ひ
と
え
に
先
生
の
児
童
に
対
す
る
深
い
ご
慈
愛

に
よ
る
ほ
か
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
先

生
は
そ
の
ご
主
張
に
お
い
て
「
皆
読
皆
書
」
と

い
う
事
を
申
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
「
皆
」

の
一
字
に
こ
そ
先
生
の
教
授
法
の
根
源
が
あ
る
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と
思
わ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
「
皆
」
と
は
一
人

も
洩
ら
さ
じ
と
さ
れ
る
先
生
の
限
り
な
き
慈
愛

の
現
れ
で
あ
り
ま
す
。
諸
君
は
未
だ
実
地
の
経

験
を
持
た
な
い
か
ら
よ
く
は
分
か
ら
な
い
で
し

ょ
う
が
、
現
在
わ
が
国
の
小
学
校
に
は
国
語
読

本
の
読
め
な
い
生
徒
が
全
国
を
通
し
て
約

％
35

は
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
芦
田
先
生
の

慈
愛
は
、
日
本
国
中
か
く
の
ご
と
き
哀
れ
な
児

童
を
一
人
た
り
と
も
存
在
せ
し
め
な
い
と
い
う

点
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
こ
に
芦
田
先

生
の
大
願
は
存
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も

と
よ
り
先
生
の
一
代
に
し
て
成
就
す
る
こ
と
は

到
底
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
同
時

に
こ
こ
に
先
生
の
道
は
後
に
来
た
る
同
志
に
よ

っ
て
、
継
承
嗣
述
せ
ら
れ
る
必
然
性
が
あ
る
わ

け
で
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
人
間
の
努
力
と
い

う
も
の
は
、
自
分
一
代
だ
け
で
は
ど
ん
な
に
努

力
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
大
抵
限
り
の
あ
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
偉
大
な
仕
事
ほ
ど
、
こ

れ
を
後
に
来
る
人
々
に
托
す
ほ
か
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
す
。
同
時
に
か
く
の
ご
と
き

大
業
に
目
が
開
か
れ
て
こ
そ
、
そ
こ
に
初
め
て

人
間
と
し
て
の
真
の
生
き
が
い
が
あ
る
と
い
う

も
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
創
始
者
は
基
よ

り
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
た
と
え
こ
れ
を
継
承

す
る
者
と
い
え
ど
も
、
ま
た
同
時
に
人
生
の
生

き
甲
斐
を
感
じ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け

だ
し
そ
は
そ
れ
が
大
道
な
る
の
故
を
以
て
で
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
芦
田
先
生
は
小
学
教
師
と
し

て
あ
さ
に
か
く
の
ご
と
き
大
業
の
第
一
歩
を
踏

み
出
さ
れ
た
方
と
申
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

■
こ
こ
ろ
に
残
っ
た
「
お
言
葉
」

さ
て
一
昨
日
先
生
か
ら
突
然
の
お
使
い
で
、

わ
ざ
わ
ざ
私
の
と
こ
ろ
を
お
尋
ね
く
だ
さ
る
と

い
う
お
言
葉
で
あ
り
ま
し
た
が
、
御
老
齢
の
先

生
に
お
い
で
を
頂
く
と
い
う
事
は
本
末
転
倒
で
、

恐
縮
の
い
た
り
で
あ
り
ま
す
の
で
、
私
の
方
か

ら
伺
っ
て
一
夕
ゆ
っ
く
り
と
お
話
を
う
け
た
ま

わ
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
先
生
の
申

さ
れ
た
お
言
葉
の
う
ち
に
「
教
育
者
も
生
徒
の

優
中
劣
の
別
を
立
て
た
い
間
は
、
未
だ
ダ
メ
で

あ
る
」
と
の
お
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は

一
見
平
凡
な
言
葉
の
ご
と
く
で
あ
り
つ
つ
、
実

に
至
言
と
言
う
べ
き
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
と

言
う
の
は
、
つ
ま
り
生
徒
の
「
優
中
劣
」
が
気

に
な
る
間
は
、
教
師
自
身
が
ま
だ
相
対
の
域
を

脱
し
て
い
な
い
何
よ
り
の
証
拠
だ
か
ら
で
あ
り

ま
す
。
つ
ま
り
教
師
自
身
が
「
優
中
劣
」
の
区

別
を
も
っ
て
生
徒
に
臨
ん
で
い
た
ん
で
は
、
仮

に
優
中
の
生
徒
は
伸
び
る
と
し
て
も
、
劣
等
生

は
永
遠
に
救
わ
れ
る
時
は
来
な
い
で
し
ょ
う
。

ち
ょ
う
ど
樹
木
は
年
年
に
伸
び
て
も
、
樹
下
の

苔
は
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
ぬ
よ
う
な
も
の
だ
と

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
こ
の
一
語
に
も
先
生

の
教
授
法
の
根
底
が
奈
辺
に
存
す
る
か
は
明
ら

か
で
あ
り
ま
す
。

■
「
号
」
に
つ
い
て

な
お
先
生
の
「
号
」
は
お
名
前
の
一
字
を
と

っ
て
「
恵
雨
（
け
い
う
）
」
と
申
さ
れ
ま
す
が
、

こ
れ
ま
さ
し
く
先
生
の
御
精
神
の
結
晶
と
申
し

て
よ
い
で
し
ょ
う
。
「
恵
雨
」
は
ま
た
慈
雨
に
通

じ
ま
し
ょ
う
が
、
誠
に
慈
雨
は
大
木
な
り
と
て

多
く
を
潤
さ
ず
、
野
草
雑
草
な
り
と
て
こ
と
さ

ら
に
避
け
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。
か
く
万
物
に
あ
ま
ね
く
降
り
注
ぐ
が
故

に
慈
雨
は
万
物
を
育
て
上
げ
る
よ
う
に
、
慈
雨

を
号
と
さ
れ
る
先
生
の
教
育
的
慈
愛
は
日
本
全

国
の
小
学
児
童
の
上
に
あ
ま
ね
く
降
り
注
い
で

い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

■
ご
案
内

こ
の
日
曜
日
に
は
中
河
内
の
沖
辺
（
現
在
は

意
岐
部
？
）
小
学
校
で
先
生
の
ご
指
導
が
あ
り

ま
す
か
ら
、
皆
行
っ
て
拝
見
す
る
が
よ
い
で
し

ょ
う
。
先
生
も
も
う
お
年
が
お
歳
で
す
か
ら
、

今
回
の
機
会
を
逸
せ
ず
ぜ
ひ
参
上
す
る
が
よ
い

で
し
ょ
う
。
沖
辺
小
学
校
は
大
軌
（
今
の
近
鉄

大
阪
線
）
の
布
施
で
降
り
て
、
そ
れ
か
ら
バ
ス

で
行
く
が
よ
ろ
し
い
。
ま
さ
か
の
と
き
に
は
学

生
の
身
分
と
は
言
え
、
タ
ク
シ
ー
を
飛
ば
し
て

で
も
駆
け
つ
け
る
と
い
う
ぐ
ら
い
の
生
命
の
弾

力
が
あ
っ
て
欲
し
い
も
の
で
す
。
先
生
の
教
壇

場
に
立
た
れ
た
お
姿
が
残
像
と
し
て
諸
君
の
網

膜
に
一
生
残
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
だ
け
で
も
実

に
絶
大
な
収
穫
で
す
。

森
信
三
先
生
と
芦
田
先
生
の
邂
逅
が
先
生
ご
自
身
か
ら

生
徒
諸
君
に
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。
芦
田
先
生
は
森
信

三
先
生
よ
り

歳
ぐ
ら
い
年
長
で
あ
ら
れ
た
。
し
か
し
芦

20

田
先
生
は
以
後
、
森
信
三
先
生
を
、
「
師
」
と
同
等
な
存

在
と
認
識
さ
れ
て
お
つ
き
あ
い
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
（
二

繁
）

（「
修
身
教
授
録
第
三
巻
昭
和

年
９
月
刊

同
志
同
行
社
刊
）

18

戦
争
と
平
和
（
微
言
）

○
人
類
が
今
日
ほ
ど
そ
の
言
う
こ
と
と
行
う
こ

と
と
の
間
に
矛
盾
を
示
し
た
時
代
は
な
い
。
口

に
人
類
の
平
和
を
唱
え
つ
つ
手
に
武
器
を
造
る

矛
盾
の
今
日
ほ
ど
大
な
る
時
代
は
な
い
で
あ
ろ

う
。

○
こ
の
空
前
の
大
矛
盾
に
対
し
て
今
日
ほ
ど
人
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類
が
看
過
し
て
い
る
時
代
も
ま
た
空
前
と
い
つ

て
よ
い
。
人
類
は
今
や
自
ら
の
犯
し
つ
つ
あ
る

最
大
矛
盾
の
意
義
さ
え
も
把
握
し
得
な
い
状
態

に
あ
る
。

○
人
類
が
今
や
空
前
の
大
矛
盾
を
犯
し
つ
つ
あ

る
こ
と
は
今
や
人
類
が
自
ら
の
負
え
る
最
大
業

の
一
つ
を
果
た
さ
し
め
ら
れ
ん
と
す
る
前
夜
に

お
か
れ
て
い
る
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

○
近
く
全
人
類
が
身
を
以
て
果
た
さ
し
め
ら
れ

ん
と
し
つ
つ
あ
る
業
と
は
何
で
あ
る
か
。
他
な

し
。
戦
い
の
業
で
あ
り
即
ち
大
規
模
に
お
け
る

人
類
の
相
互
殺
戮
の
業
で
あ
る
。

○
今
や
人
類
は
こ
の
人
類
の
相
互
殺
戮
を
以
て

悪
と
す
る
だ
け
の
認
識
に
は
達
し
か
け
て
い
る

が
、
し
か
も
そ
の
手
は
な
お
次
の
一
戦
の
た
め

の
武
器
を
造
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
手
に
武
器
を

造
り
つ
つ
主
唱
せ
ら
れ
る
平
和
論
が
如
何
な
る

も
の
で
あ
る
か
は
説
明
を
要
し
ま
い
。
強
い
て

求
め
ん
と
す
る
も
の
あ
ら
ば
「
聖
書
」
を
見
よ
。

就
中
「
山
上
の
垂
訓
」
を
読
め
。

○
恐
ら
く
は
避
け
難
い
で
あ
ろ
う
次
の
戦
争
に

お
け
る
最
大
の
興
味
は
「
ど
ち
ら
が
勝
つ
か
」

と
い
う
問
題
で
な
く
て
、
戦
後
の
「
戦
犯
問
題
」

で
あ
ろ
う
。

○
も
し
次
の
一
戦
の
終
結
後
な
お
「
戦
犯
」
の

裁
き
が
行
わ
れ
る
と
し
た
ら
、
人
類
は
次
の
一

戦
を
以
て
し
て
も
な
お
ま
た
人
類
の
最
終
戦
た

ら
し
め
え
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。

○
次
の
一
戦
が
も
し
避
け
難
い
と
し
た
な
ら
ば
、

そ
の
場
合
「
戦
犯
法
廷
」
は
、
恐
ら
く
は
人
名

の
法
廷
で
な
く
し
て
、
全
地
表
と
な
る
で
あ
ろ

う
。

○
人
類
の
今
日
銘
記
す
べ
き
こ
と
は
、
神
の
嘉

み
し
給
う
講
和
は
、
相
互
に
武
装
を
放
棄
せ
る

両
民
族
間
に
の
み
結
ば
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

武
備
を
放
棄
せ
ざ
る
講
和
は
、
神
の
眼
か
ら
は

擬
似
講
和
で
あ
つ
て
真
の
講
和
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。

○
も
し
次
の
一
戦
が
避
け
ら
れ
ぬ
と
し
た
な
ら

ば
、
そ
れ
は
人
類
前
史
に
お
け
る
最
終
審
判
と

も
い
う
べ
き
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

○
「
天
国
は
近
づ
け
り
」
と
い
う
基
督
の
予
言

が
、
今
日
ほ
ど
切
実
な
実
感
を
以
て
聞
か
れ
る

こ
と
は
な
い
。
人
類
は
今
や
改
め
て
天
国
へ
の

希
求
に
立
っ
て
い
る
。

○
理
性
で
は
良
く
な
い
こ
と
と
分
っ
て
い
な
が

ら
、
実
際
に
は
止
め
ら
れ
ぬ
場
合
、
仏
教
で
は

こ
れ
を
業
と
呼
ぶ
。
人
類
は
今
や
戦
い
と
い
う

人
類
最
大
の
業
に
直
面
し
て
い
る
。

○
業
は
理
性
に
よ
っ
て
断
ち
切
る
こ
と
が
出
来

な
い
で
身
を
以
て
果
す
こ
と
…
…
即
ち
そ
の
災

害
の
只
中
に
身
を
晒
す
こ
と
に
よ
り
、
初
め
て

そ
の
根
を
断
ち
切
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
あ

る
。

○
次
の
一
戦
が
た
や
す
く
避
け
得
ら
れ
る
か
に

考
え
る
の
は
、
恐
ら
く
は
人
間
性
に
対
す
る
認

識
の
…
…
ひ
い
て
は
広
く
現
実
そ
の
も
の
に
対

す
る
認
識
の
浅
さ
を
語
る
も
の
と
い
つ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

○
単
に
形
式
的
な
る
平
和
論
が
貴
い
の
で
は
な

く
て
、
人
類
平
和
の
実
現
が
如
何
に
容
易
で
な

い
か
の
深
い
認
識
こ
そ
貴
い
の
で
あ
る
。
す
べ

て
高
貴
な
る
も
の
は
こ
れ
を
得
る
こ
と
も
ま
た

困
難
で
あ
る
と
は
、
哲
人
ス
ピ
ノ
ザ
が
、
そ
の

「
倫
理
学
」
を
結
ん
だ
最
後
の
言
葉
で
あ
る
。

○
だ
が
人
類
平
和
の
実
現
は
さ
ま
で
遠
い
こ
と

で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
た
ゞ
次
の
一
戦
を
越

え
る
こ
と
な
く
し
て
は
恐
ら
く
は
「
戦
い
な
き
」

無
限
の
地
平
は
拓
か
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ

と
も
、
ほ
ゞ
予
言
し
得
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

○
戦
い
な
き
世
界
へ
は
最
早
さ
ま
で
遠
く
な
い
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
わ
れ
ら
人
類
の
努

力
に
よ
る
も
の
と
自
惚
れ
て
は
な
ら
な
い
。
何

と
な
れ
ば
、
も
し
原
爆
が
神
か
ら
授
け
ら
れ
な

か
っ
た
な
ら
ば
、
恐
ら
く
戦
争
は
永
遠
に
息
ま

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
…
…
。

○
わ
れ
わ
れ
人
間
は
平
和
も
ま
た
神
よ
り
賜
は

る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
否
平
和
こ
そ
神

の
賜
う
最
大
の
賜
物
た
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
。（
「
開
顕
」
昭
和

年
５
月
号

通
巻

号
）

25

38

あ
と
が
き
に
替
え
て

「
戦
争
と
平
和
」
の
題
は
厚
顔
に
も
編
集
者
が
つ
け
た
。
こ

の
微
言
が

余
年
前
の
文
章
で
あ
る
と
誰
も
が
信
じ
難
い
で

70

あ
ろ
う
。
こ
の
認
識
は
現
代
で
も
通
用
す
る
と
思
う
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
人
類
が
武
器
を
放
棄
す
る
時

代
は
未
来
永
劫
来
な
い
だ
ろ
う
。
米
国
民
が
銃
を
捨
て
き
れ

な
い
こ
と
と
同
義
で
あ
ろ
う
。
武
器
を
製
造
し
販
売
し
な
が

ら
、
平
和
を
語
る
人
類
は
消
え
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

嗚
呼
。
（

日
二
繁
）
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