
一
般
に
同
じ
学
問
分
野
の
研
究
を
目
指
す
も
の
は
、
ど
の
よ
う
な
学
問
分
野
で
あ
っ
て
も
互
い
に
喜
び
合
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、

私
た
ち
仏
教
学
を
志
す
も
の
に
と
っ
て
は
そ
の
喜
び
も
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
他
の
学
問
分
野
の
研
究

と
は
違
い
ま
し
て
、
仏
教
学
の
研
究
は
た
だ
未
知
の
仏
教
を
知
っ
て
共
通
の
知
識
を
共
有
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
仏
教
研
究
を
通
し

て
こ
の
道
を
あ
ゆ
む
我
わ
れ
が
、
た
が
い
に
人
間
と
し
て
深
め
ら
れ
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か

ら
願
っ
て
お
る
よ
う
な
次
第
で
す
。

た
だ
今
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
今
年
度
大
谷
大
学
仏
教
学
会
会
長
の
福
島
で
す
。

皆
さ
ん
と
、
こ
の
よ
う
に
向
か
い
合
う
の
は
お
そ
ら
く
今
日
が
始
め
て
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
仏
教
学
会
の
新
入
会
員
の
方
が

た
を
歓
迎
す
る
気
持
ち
を
こ
め
て
、
し
ば
ら
く
の
間
お
話
を
申
し
上
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
大
谷
大
学
の
仏
教
学
会
で
は
、
大
学
院

の
仏
教
学
専
攻
に
入
学
さ
れ
た
方
が
た
と
、
文
学
部
仏
教
学
科
の
二
回
生
に
な
ら
れ
た
学
生
諸
君
を
仏
教
学
会
に
迎
え
入
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
お
り
ま
し
て
、
私
た
ち
と
共
に
こ
れ
か
ら
本
格
的
に
仏
教
研
究
を
目
指
し
、
と
も
に
学
ん
で
い
く
喜
び
を
分
か
ち
合
い
た
い
と
心
か

「
不
可
思
議
‐
｜
と
の
で
あ
い

Ｉ
教
え
と
悟
り
Ｉ

福

島

光

哉
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ら
で
す
。
言
い
か
え
ま
す
と
、
仏
教
学
は
こ
の
研
究
を
進
め
て
多
く
の
研
究
成
果
を
あ
げ
る
と
同
時
に
、
研
究
し
て
い
る
私
た
ち
自
身
に

対
し
て
眼
を
向
け
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
互
い
に
人
間
と
し
て
の
大
き
な
課
題
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
か
ら
な
の
で

す
。
私
た
ち
も
先
輩
の
方
が
た
か
ら
「
仏
教
の
研
究
は
解
答
を
求
め
る
こ
と
と
同
時
に
、
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
」
と
教

え
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
い
ま
皆
さ
ん
を
前
に
し
て
そ
の
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
あ
ざ
や
か
に
想
い
起
こ
さ
れ
て
来
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と

は
言
い
喚
え
れ
ば
、
主
体
的
に
仏
教
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
仏
道
を
歩
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。

さ
て
先
程
司
会
の
ロ
バ
ー
ト
◇
ロ
ー
ズ
先
生
が
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
今
日
の
テ
ー
マ
は
「
不
可
思
議
と
の
で
あ
い
」

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
何
だ
か
奇
妙
な
、
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
テ
ー
マ
だ
と
い
う
印
象
を
皆
さ
ん
は
受
け
ら
れ
る
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
「
不
可
思
議
」
と
い
う
の
は
分
か
ら
ん
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
不
確
か
な
も
の
と
の
「
で
あ
い
」
な
ん
て
、

こ
れ
も
は
な
は
だ
考
え
に
く
い
と
い
う
こ
と
は
当
然
だ
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
私
た
ち
が
親
し
ん
で
い
る
数
か
ず
の
経
典
に
は
、
こ
の

「
不
可
思
議
」
と
い
う
文
字
が
た
び
た
び
登
場
し
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
経
典
に
は
た
い
へ
ん
重
要
な
意
味

を
も
つ
言
葉
と
し
て
こ
の
「
不
可
思
議
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
二
回
生
の
皆
さ
ん
が

今
年
の
基
礎
講
読
で
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
『
維
摩
経
』
と
い
う
お
経
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
の
お
経
は
く
わ
し
く
は
「
維
摩
詰

所
説
経
」
と
い
う
の
で
す
が
、
こ
の
経
題
の
下
に
小
さ
な
文
字
で
「
一
つ
に
不
可
思
議
解
脱
経
と
名
づ
く
」
と
害
か
れ
て
い
ま
す
。
も
っ

と
も
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
大
正
大
蔵
経
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
維
摩
経
」
の
場
合
に
は
、
い
ま
申
し
上
げ

た
言
葉
が
付
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
皆
さ
ん
が
最
も
親
し
ん
で
お
ら
れ
る
お
経
の
題
目
に
も
「
不
可
思
議
」
と
い
う
語
が
見

ら
れ
ま
す
し
、
さ
ら
に
「
維
摩
経
』
を
ず
－
つ
と
読
ん
で
い
き
ま
す
と
「
不
思
議
品
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の

ほ
か
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
法
華
経
』
の
場
合
も
、
く
わ
し
く
は
「
妙
法
蓮
華
経
」
と
い
う
の
で
す
が
、
こ
の
題
目
に
あ
る
「
妙
」
と
い

う
の
は
古
く
か
ら
「
不
可
思
議
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
解
釈
さ
れ
て
来
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
経
典
の
題

名
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
経
文
の
中
に
は
し
ば
し
ば
見
い
だ
せ
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
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そ
こ
で
こ
れ
か
ら
い
よ
い
よ
本
格
的
に
仏
教
研
究
に
進
ま
れ
る
皆
さ
ん
に
、
や
が
て
必
ず
触
れ
る
こ
と
に
な
る
「
不
可
思
議
」
と
い
う

仏
教
語
を
通
し
て
、
今
日
は
私
な
り
に
日
頃
か
ら
感
じ
て
お
り
ま
す
事
柄
を
お
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
不
可
思
議
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
「
思
議
す
可
か
ら
ず
」
す
な
わ
ち
「
考
え
る
こ
と
も
語
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
思
」
と
は
思
う
．
考
え
る
な
ど
わ
れ
わ
れ
の
精
神
的
な
は
た
ら
き
を
云
う
の
で
し
ょ
う
し
、
「
議
」
と
い
う
の
は
語

る
・
讓
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
言
葉
や
文
字
で
表
現
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
「
不
可
思
議
」
と
は
言
葉
や
文
字
で

も
あ
ら
わ
せ
な
い
し
、
考
え
る
こ
と
さ
え
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
体
、
「
不
可
思
議
」
と
は
何
ぞ
や
と
問
う
こ
と
自

体
が
お
か
し
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
語
る
こ
と
も
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
を
課
題
と
す
る
方
が
よ
っ
ぽ
ど
不
可
思
議
な
こ
と
と
云

わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ま
し
て
そ
う
い
う
「
不
可
思
議
」
な
る
も
の
と
の
「
で
あ
い
」
と
い
う
に
至
っ
て
は
、
い
よ
い
よ

課
題
の
何
た
る
や
を
知
る
べ
く
も
な
い
で
は
な
い
か
、
と
お
考
え
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
私
た
ち
は
日
常
生
活
の
中
で
、
突
然
強
い
感
動
を
受
け
た
り
、
深
く
か
み
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
に
直
面
し
た
り
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
は
大
抵
た
だ
ち
に
言
葉
に
も
な
ら
な
い
し
、
思
考
す
る
こ
と
も
及
ば
な
い
こ
と
を
体
験
い
た

し
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
時
、
思
わ
ず
「
不
思
議
だ
」
と
つ
ぶ
や
く
ほ
か
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
、
じ
っ
く
り
考
え
て
み
て
道
理

に
合
う
こ
と
や
、
筋
道
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
時
な
ど
は
決
し
て
不
思
議
で
も
何
で
も
な
く
、
言
葉
で
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う

し
、
考
え
の
及
ぶ
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
こ
と
に
私
た
ち
人
間
の
内
面
に
関
わ
る
こ
と
で
、
筋
道
も
通
ら
な
い
し
理
屈

に
も
合
わ
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
言
葉
に
も
な
ら
な
い
事
柄
に
、
い
く
ら
で
も
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る

と
、
「
不
可
思
議
」
と
い
う
言
葉
も
私
た
ち
の
生
活
に
つ
ね
に
付
き
纒
う
か
け
が
え
の
な
い
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
閨
う

の
で
す
。

二
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さ
て
、
こ
の
「
不
可
思
議
」
と
い
う
語
は
先
程
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
経
典
に
は
よ
く
見
か
け
る
の
で
す
が
、
こ
の
言
葉
に
だ
け
注

目
し
て
い
た
の
で
は
本
題
に
は
い
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
た
ち
に
と
っ
て
こ
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
少
し
た
づ
ね
て
み
る
こ

と
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
ま
た
経
典
を
開
い
て
み
ま
す
と
、
直
接
「
不
可
思
議
」
と
い
う
言
葉
・
文
字
で
は
な
く
て
も
、
内

容
的
に
は
「
不
可
思
議
だ
ぞ
」
と
頻
り
に
語
り
か
け
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
先
程
申

し
ま
し
た
「
法
華
経
』
に
つ
い
て
言
い
ま
す
と
、
有
名
な
語
句
で
「
諸
法
寂
滅
の
相
は
、
言
を
以
て
宣
ぶ
可
か
ら
ず
」
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
少
し
難
し
い
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、
「
諸
法
」
と
い
う
の
は
こ
の
世
界
で
の
も
の
の
有
り
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
私
自
身

を
ふ
く
め
て
す
べ
て
の
人
々
の
生
き
ざ
ま
を
示
す
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
す
べ
て
の
生
き
方
、
生
き
ょ
う
を
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と

の
有
り
ょ
う
を
指
し
て
、
こ
れ
が
「
寂
滅
」
の
す
が
た
で
あ
っ
て
言
葉
で
は
と
て
も
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
説
い
て
い
る
の
で
す
。

私
た
ち
の
生
き
ょ
う
を
指
し
て
寂
滅
、
す
な
わ
ち
い
か
な
る
活
動
も
働
き
も
な
い
、
静
寂
で
不
動
の
す
が
た
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も

と
よ
り
私
た
ち
の
常
識
を
遥
か
に
超
え
た
、
と
ん
で
も
な
い
把
握
の
仕
方
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
そ
の
こ
と
こ
そ

が
、
「
諸
法
寂
滅
」
の
す
が
た
こ
そ
が
真
実
の
あ
り
よ
う
な
ん
で
、
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
な
「
寂
滅
の
相
」
と
い
う
の
は
、
言
葉
や
文

字
を
も
っ
て
表
現
で
き
る
も
の
で
は
な
い
、
と
「
法
華
経
』
に
は
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
な
ど
は
「
不
可
思
議
」
を
別
の
言
葉
で

表
現
さ
れ
た
典
型
的
な
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
し
か
も
お
経
は
こ
の
「
不
可
思
議
」
な
と
こ
ろ
に
こ
そ
実
は
重
大
な
深

い
意
味
が
あ
る
の
だ
と
力
説
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
「
不
可
思
議
」
の
言
葉
が
も
つ
意
味
を
少
し
で
も
深
め
る
た
め
に
、
次
に
視
点
を
か
え
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し

よ
寵
っ
○

東
本
願
寺
・
真
宗
大
谷
派
に
お
い
て
毎
月
刊
行
し
て
い
る
『
同
朋
新
聞
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
中
に
は
愛
読
し
て
ぉ
ら
認
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れ
る
方
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
最
近
出
版
さ
れ
た
こ
の
『
同
朋
新
聞
」
（
一
九
九
六
年
二
月
号
）
に
よ
り
ま
す
と
、
一
九
九
八
年
に

東
本
願
寺
に
お
い
て
蓮
如
上
人
の
五
百
回
御
遠
忌
法
要
が
営
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
一
つ

の
テ
ー
マ
を
掲
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
テ
ー
マ
と
い
う
の
は
〈
バ
ラ
バ
ラ
で
い
っ
し
ょ
〉
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
二
年
後
の

御
遠
忌
法
要
が
真
の
意
義
を
も
つ
に
は
、
現
代
に
生
き
る
我
わ
れ
が
蓮
如
上
人
の
精
神
を
あ
ら
た
め
て
再
発
見
し
、
そ
の
精
神
を
現
代
に

具
現
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ
し
て
今
の
私
た
ち
に
と
っ
て
何
が
最
大
の
課
題
で
あ
る
の
か
を
問
い
直
そ
う
と
す
る
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
テ
ー
マ
と
し
て
定
め
ら
れ
た
の
が
〈
バ
ラ
バ
ラ
で
い
っ
し
ょ
〉
・
真
宗
大
谷
派
と
い
う
伝
統
的
な
宗
門
が
発
す
る

言
葉
と
し
て
は
、
一
見
宗
教
的
な
厳
粛
さ
に
欠
け
て
い
る
し
、
ち
ょ
っ
と
馴
染
み
に
く
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
私
に
は
そ
れ
が
ま

た
非
常
に
大
胆
で
、
真
宗
大
谷
派
と
し
て
は
思
い
切
っ
た
テ
ー
マ
を
掲
げ
た
も
の
だ
と
驚
き
な
が
ら
も
、
こ
れ
は
一
体
何
を
云
お
う
と
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
こ
で
こ
の
テ
ー
マ
に
戻
り
ま
す
が
、
実
は
こ
の
テ
ー
マ
と
共
に
「
差
異
を

み
と
め
る
世
界
の
発
見
」
と
い
う
語
句
が
付
さ
れ
て
い
て
、
「
差
異
」
に
は
わ
ざ
わ
ざ
「
ち
が
い
」
と
い
う
ル
ビ
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
語
句
の
方
に
注
意
し
て
み
る
と
、
最
初
の
テ
ー
マ
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
が
一
層
は
っ
き
り
し
て
く
る
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、

そ
ち
ら
の
方
、
つ
ま
り
「
差
異
（
ち
が
い
）
を
み
と
め
る
世
界
の
発
見
」
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
「
差
異
を
み
と
め
る
世
界
」
と
い
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
「
差
異
・
ち
が
い
」
が
な
く
な
る
世
界
を

探
し
求
め
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
差
異
や
差
別
の
な
い
世
界
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
最
も
大
切
な
我
わ
れ
の
課
題

で
は
な
い
の
か
、
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
は
「
差
異
を
み
と
め
る
」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
と
不
審
に
思
わ
れ
て
く
る
。
差
異
を
承
認
し
肯
定
す
る
こ
の
テ
ー
マ
は
、
少
な
く
と
も
始
め
か
ら
「
な
る
ほ
ど
、
そ
の
通
り
だ
」
と

納
得
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
「
お
か
し
い
ぞ
」
と
か
「
と
ん
で
も
な
い
、
間
違
い
で
は
な
い
か
」
と
い
っ
た
率
直
な

感
想
を
も
つ
こ
と
さ
え
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。
し
か
し
よ
く
考
え
直
し
読
み
直
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
大
切
な
深
い
意
味
が
こ

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
の
私
た
ち
を
取
り
巻
く
社
会
や
人
間
の
関
わ
り
を
振
り
返
っ
て
み
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る
と
、
そ
こ
に
は
多
く
の
問
題
が
ひ
し
め
い
て
い
る
こ
と
に
誰
し
も
気
付
い
て
い
る
筈
で
す
が
、
中
で
も
自
分
と
直
接
交
わ
っ
て
い
る
人

間
関
係
の
複
雑
で
か
つ
難
し
い
こ
と
に
、
毎
日
の
日
暮
し
の
一
餉
ひ
と
こ
ま
に
悩
ま
さ
れ
、
時
に
は
す
っ
か
り
落
ち
込
ん
で
し
ま
っ
て
い

る
の
が
私
た
ち
の
現
状
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
の
人
間
関
係
の
難
し
さ
ゆ
え
に
、
し
ば
し
ば
人
と
の
交
わ
り
を
閉
ざ
し
て
で
も
よ
い
か
ら
、

安
定
し
た
心
情
を
求
め
る
こ
と
さ
え
あ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
逃
避
と
も
い
え
る
「
人
間
嫌
い
」
の
傾
向
は
、
実
は
老
人
か

ら
幼
少
年
に
い
た
る
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
わ
た
っ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
困
難
な
人
間
関
係
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
い

え
る
の
で
す
。
若
い
青
年
の
皆
さ
ん
か
ら
す
っ
か
り
見
離
さ
れ
た
老
人
た
ち
は
、
た
だ
皆
さ
ん
と
の
世
代
の
相
違
だ
け
で
な
く
、
同
世
代

の
老
人
相
互
の
あ
い
だ
に
お
い
て
も
、
お
た
が
い
の
人
間
関
係
が
難
し
く
な
っ
て
来
て
い
る
そ
う
で
す
。
あ
る
い
は
ま
た
可
愛
い
小
学
生

た
ち
の
あ
い
だ
に
さ
え
、
い
わ
ゆ
る
「
い
じ
め
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
深
刻
な
問
題
が
蔓
延
し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
こ
に
も
人
間

不
信
に
起
因
す
る
課
題
が
深
く
根
を
張
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
の
個
々
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
因

や
き
っ
か
け
は
異
な
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
人
間
同
志
の
あ
る
べ
き
姿
が
ど
こ
か
へ
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
悲
嘆
に
暮

れ
る
よ
う
な
現
実
が
厳
然
と
し
て
蔽
い
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
の
だ
と
、
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
わ
た
し
た
ち
が
精
一
杯
の
努
力
を
か
さ
ね
て
議
論
を
し
考
え
抜
い
て
も
、
と
て
も
簡
単
に
は
解
決
の
道
を
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
、
人
間
の
深
い
謎
に
陥
っ
て
し
ま
う
ば
か
り
で
す
。
「
差
異
・
ち
が
い
を
み
と

め
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
大
胆
に
取
り
組
む
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
提
起
さ
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
た
し
か

に
人
間
は
一
人
ひ
と
り
み
な
違
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
差
異
を
「
み
と
め
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
新
た
に
考
え
直
さ
ね

ば
な
ら
な
い
問
題
で
す
。
人
間
関
係
の
難
し
さ
の
た
め
に
、
人
を
遠
ざ
け
自
か
ら
人
間
関
係
を
閉
ざ
す
と
い
う
の
は
、
い
い
か
え
れ
ば

「
差
異
」
を
認
め
な
い
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
む
し
ろ
「
差
異
」
を
「
差
異
」
と
し
て
受
け
入
れ
る
ゆ
と
り
．
広
い
知
見
、
そ
し

て
寛
大
な
精
神
を
持
た
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
「
差
異
を
み
と
め
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
あ
ら
た
め
て
大
変
な
問
題
の
提

起
で
あ
り
、
困
難
な
課
題
を
突
き
つ
け
て
い
る
の
だ
な
あ
と
、
嘆
息
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
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言
葉
と
し
て
は
簡
単
に
「
差
異
を
み
と
め
る
」
と
い
い
ま
す
が
、
そ
の
中
身
を
あ
れ
こ
れ
と
検
討
し
て
い
く
う
ち
に
、
次
第
に
そ
の
言

葉
の
奥
に
淀
ん
で
い
る
人
間
の
割
り
切
れ
な
い
心
情
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま
す
。
仏
教
で
「
不
可
思
議
」
と
い
う
の

は
、
実
は
こ
の
よ
う
な
人
間
の
心
情
の
不
条
理
な
現
わ
れ
を
も
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
人
間
社
会
の
理
想
的
な
あ
り
よ

う
は
、
す
べ
て
の
人
が
共
同
し
て
助
け
あ
い
、
平
和
な
世
界
を
実
現
す
べ
き
で
あ
る
と
知
り
な
が
ら
、
し
か
も
い
つ
の
ま
に
か
そ
の
理
想

に
背
い
て
い
く
よ
う
な
現
実
に
陥
っ
て
い
く
と
い
う
矛
盾
、
い
い
か
え
れ
ば
、
私
の
心
の
中
に
全
く
正
反
対
の
方
向
を
も
つ
二
つ
の
志
向

が
あ
る
か
ら
だ
と
い
え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
自
分
自
身
の
う
ち
に
ど
う
し
よ
う
も
な
い
神
と
悪
魔
の
両
面
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
私
を
悩
ま
し
、
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
「
バ
ラ
バ
ラ
で
い
っ
し
ょ
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
先
程
申
し
上
げ
た
よ
う
に
「
差
異
を
み
と
め
る
」
こ
と

を
通
し
て
「
い
っ
し
ょ
」
と
い
う
実
感
を
た
が
い
に
共
有
で
き
る
世
界
を
実
現
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
実
は
こ
の

よ
う
な
現
代
の
な
ま
な
ま
し
い
課
題
は
、
す
で
に
経
典
の
上
に
も
現
わ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
人
間
の
世
俗
社
会
の
中
に
生
き
る
菩
薩
の

種
々
相
と
し
て
、
興
味
あ
る
教
説
が
見
ら
れ
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
「
法
華
経
」
の
中
に
は
、
菩
薩
が
世
俗
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
、
中

で
も
悪
人
と
い
わ
れ
る
人
と
の
関
わ
る
生
き
方
を
求
め
よ
う
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
常
不
軽
菩

薩
品
」
に
説
か
れ
て
い
る
一
つ
の
典
型
的
な
菩
薩
像
を
描
い
た
部
分
で
あ
り
ま
す
し
、
非
常
に
有
名
な
お
話
で
す
の
で
皆
さ
ん
も
よ
く
知

っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
の
主
人
公
で
あ
る
常
不
軽
菩
薩
と
い
う
菩
薩
は
、
ま
ず
第
一
に
『
法
華
経
』
の
中
に
登
場
し
て

く
る
菩
薩
で
す
か
ら
自
ら
「
法
華
経
』
の
行
者
で
あ
る
と
い
う
強
い
信
念
を
お
持
ち
の
方
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
第

二
に
こ
の
菩
薩
は
悪
人
と
め
ぐ
り
合
う
こ
と
を
通
し
て
、
深
く
人
間
の
本
性
を
追
求
し
た
人
で
あ
る
と
云
え
ま
す
。
そ
し
て
第
三
に
す
べ

て
の
人
間
の
本
性
が
平
等
で
あ
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
善
と
悪
と
を
超
え
た
最
も
深
奥
な
人
間
性
を
見
つ
め
て
、
そ
こ
に
拝
み
合
う
世

四
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界
の
実
現
を
目
指
そ
う
と
し
た
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
『
法
華
経
」
に
は
こ
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

昔
、
威
音
王
如
来
と
い
う
仏
が
滅
度
せ
ら
れ
て
正
法
の
後
、
像
法
の
世
に
な
っ
て
増
上
慢
の
者
の
勢
力
が
大
き
く
な
っ
て
い
た
。
そ

の
と
き
、
常
不
軽
菩
薩
と
い
う
名
の
一
人
の
菩
薩
が
あ
り
、
出
家
・
在
家
あ
る
い
は
男
一
女
の
区
別
な
く
誰
に
で
も
礼
拝
し
讃
嘆
し

た
。
そ
の
上
で
「
私
は
あ
な
た
を
決
し
て
軽
ん
じ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
な
た
は
必
ず
菩
薩
道
を
行
じ
て
作
仏
す
べ
き
人
だ
か
ら

で
す
」
と
云
っ
た
。
そ
し
て
彼
、
常
不
軽
菩
薩
は
経
典
を
読
調
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
礼
拝
ば
か
り
行
じ
、
は
る
か
遠
く
に
四
衆
の

人
び
と
を
見
て
は
、
こ
と
さ
ら
に
近
づ
い
て
礼
拝
・
讃
嘆
し
、
「
わ
た
し
は
あ
な
た
を
軽
ん
じ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
あ
な
た
は
必
ず

作
仏
す
べ
き
人
だ
か
ら
で
す
」
と
云
う
の
で
あ
っ
た
。
す
る
と
四
衆
の
中
に
、
瞑
り
を
生
じ
て
不
浄
な
心
を
も
つ
人
が
い
て
、
悪
口

を
云
い
罵
言
し
「
こ
の
無
智
の
比
丘
は
ど
こ
か
ら
来
て
、
私
た
ち
を
軽
し
め
な
い
で
必
ず
仏
に
成
る
と
い
っ
て
授
記
す
る
の
か
、
こ

れ
は
虚
妄
の
授
記
だ
」
と
云
う
人
ま
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
長
い
年
月
が
過
ぎ
て
、
常
に
罵
言
せ
ら
れ
た
け
れ
ど
も

決
し
て
瞑
り
を
生
じ
な
い
で
、
い
つ
も
「
あ
な
た
は
必
ず
仏
に
成
る
人
で
す
」
と
言
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
時
に
は
杖
・
木
や
瓦
・
石

を
も
っ
て
打
掛
り
か
か
る
者
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
に
は
遠
く
へ
逃
げ
去
っ
て
か
ら
な
お
も
「
あ
な
た
は
必
ず
仏
に
成
る
人
で
す
」

と
叫
び
続
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
菩
薩
の
こ
と
を
人
び
と
は
「
常
不
軽
菩
薩
」
と
名
付
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

以
上
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
お
話
は
『
法
華
経
」
の
中
で
も
こ
と
に
有
名
な
物
語
の
一
つ
で
す
。
実
は
「
法
華

経
』
に
は
現
実
の
諸
悪
に
満
ち
た
社
会
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
、
菩
薩
は
い
か
に
生
き
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
を
し
き
り
に

追
求
し
て
い
く
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
こ
の
常
不
軽
菩
薩
の
物
語
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
典
型
で
あ
る
と
云
え
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て

こ
う
い
っ
た
物
語
を
通
し
て
『
法
華
経
」
は
、
人
間
が
互
い
に
本
当
の
人
間
と
し
て
生
き
合
っ
て
い
く
べ
き
道
を
真
剣
に
追
求
し
て
い
こ

う
と
す
る
強
い
精
神
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
、
ま
ず
感
ぜ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
常
不
軽
菩
薩
の
場
合
に
限
ら
ず
、
『
法
華

経
」
に
登
場
し
て
く
る
他
の
菩
薩
た
ち
に
も
共
通
し
て
伺
え
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
中
で
も
こ
こ
の
常
不
軽
菩
薩
に
は
そ
の
点
が

る
○
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明
瞭
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
世
俗
の
中
に
あ
っ
て
、
世
俗
の
人
び
と
と
共
に
ど
の
よ
う
に
し
て
「
共
生
」
し
て
い
け

る
の
か
、
ひ
い
て
は
世
俗
の
悪
人
と
と
も
に
自
分
自
身
が
菩
薩
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
い
け
る
道
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
か
を

問
う
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
で
皆
さ
ん
も
お
気
付
き
の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
常
不
軽
菩
薩
は
「
バ
ラ
バ
ラ
」
で
生
き
て
い
る
い
ま

の
私
た
ち
に
対
し
て
も
、
「
い
っ
し
ょ
」
に
な
り
得
る
道
の
一
つ
を
示
し
な
が
ら
、
大
き
な
問
い
か
け
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
だ
と
云
え

る
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
場
合
大
切
な
こ
と
は
、
常
不
軽
菩
薩
が
い
か
な
る
悪
人
に
対
し
て
も
こ
れ
を
礼
拝
し
、
そ
の
人
が
必
ず
作
仏
す

る
こ
と
を
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
と
い
謡
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
悪
人
に
対
し
て
、
無
理
に
我
慢
を
し
て
争
い
を
避
け
る
と
い
う
な
ら
、
私
た

ち
に
も
時
折
り
経
験
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
「
口
惜
し
い
け
れ
ど
も
、
こ
こ
は
一
つ
こ
ら
え
て
相
手
の
言
い
分
を
認
め
て
や
っ
て
円
満

に
事
を
進
め
よ
う
」
と
い
っ
た
配
盧
も
し
ば
し
ば
必
要
で
す
し
、
事
実
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
大
切
な
人
間
の
智
慧
と
し
て
尊
重
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
申
し
上
げ
る
常
不
軽
菩
薩
の
場
合
は
、
決
し
て
こ
う
い
っ
た
私
た
ち
が
日
常
経
験
す
る
よ

う
な
、
意
図
的
な
計
ら
い
や
無
理
に
わ
が
思
い
を
抑
え
つ
け
る
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
自
分
の
相
手
に
た
い
し
て
伏
し
拝

む
と
い
う
行
為
は
、
自
分
の
気
持
ち
に
反
し
て
、
あ
る
い
は
自
ら
を
欺
い
て
為
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
却
っ
て
相
手
の
中
に
作
仏
す
べ

き
人
と
し
て
の
何
か
（
そ
れ
を
仏
教
で
は
「
仏
性
」
と
称
し
て
き
ま
し
た
）
を
謬
り
な
く
見
い
だ
し
て
い
て
、
そ
れ
へ
の
強
い
信
念
を
抱

い
て
い
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
常
不
軽
菩
薩
は
自
分
と
敵
対
す
る
よ
う
な
相
手
の
心
に
、
実
は
「
ほ
と
け
さ
ま
」
が
見
え
て

い
た
の
で
す
。
我
わ
れ
の
常
識
で
は
、
心
を
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
て
こ
れ
以
上
関
わ
り
を
も
ち
た
く
な
い
と
い
う
相
手
に
対
し
て
も
、
し
っ

か
り
と
心
を
開
い
て
い
け
る
道
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
云
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
の
拠
り
所
と
い
う
か
、
根
拠
と
い
え
る
の
は
、
そ

の
相
手
の
中
に
「
ほ
と
け
さ
ま
」
を
感
じ
取
り
、
そ
の
心
情
を
通
し
て
相
手
を
伏
し
拝
む
と
い
う
姿
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
き
ま
す
と
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
相
手
の
中
に
「
ほ
と
け
さ
ま
」
を
見
る
と
か
、
感
じ
取
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ら
た

め
て
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
こ
で
そ
の
前
に
『
法
華
経
』
が
つ
よ
く
訴
え
る
「
一
仏
乗
」
の
教
説
に
つ
い
て
、
振
り
返

っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ご
承
知
の
方
が
た
も
多
い
で
し
ょ
う
が
、
「
法
華
経
』
に
は
「
如
来
が
出
世
せ
ら
れ
た
の
は
、
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こ
の
よ
う
に
考
え
て
き
ま
す
と
、
私
た
ち
人
間
の
有
り
よ
う
は
ま
こ
と
に
不
思
議
だ
と
云
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
本
来
「
い
っ

し
ょ
」
で
あ
る
筈
の
人
間
社
会
が
、
「
い
っ
し
ょ
」
を
求
め
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
困
難
な
問
題
に
ぶ
つ
か
り
、
そ
の
問
題
の
根
が
底
知
れ

ぬ
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
驚
き
と
と
も
に
怖
れ
さ
え
感
ず
る
の
で
す
。
さ
ら
に
云
え
ば
、
そ
の
あ
る
べ
き
姿
の
実
現
に
努
力
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
却
っ
て
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
自
分
の
姿
に
深
い
嘆
き
や
痛
み
を
覚
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
う
い
っ
た
人
間
の

本
質
に
対
し
て
、
実
は
「
不
可
思
議
」
１
言
葉
も
思
惟
も
越
え
た
も
の
Ｉ
と
し
て
多
く
の
経
典
に
は
示
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

振
り
返
っ
て
今
日
の
主
題
で
あ
り
ま
す
「
不
可
思
議
」
と
説
か
れ
る
仏
意
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
た
と
え
ば
常
不
軽
菩
薩
が
悪

人
も
必
ず
作
仏
す
る
の
だ
と
い
う
信
念
の
も
と
に
礼
拝
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
我
わ
れ
衆
生
自
身
の
「
不
可
思
議
」
さ

に
気
付
い
て
い
た
か
ら
だ
と
い
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。
多
く
の
経
典
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
「
不
可
思
議
」
と
は
、
仏
教
の
説
く
真
実
そ

の
も
の
を
表
そ
う
と
し
た
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
私
た
ち
が
仏
教
の
研
究
を
す
る
と
い
う
の
も
仏
教
に
い
う
「
不
可
思
議
」
と
は

何
で
あ
る
か
を
問
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
の
真
実
な
る
も
の
は
私
た
ち
自
身
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い

衆
生
に
仏
知
見
を
開
か
せ
、
示
し
、
悟
ら
せ
、
そ
の
道
に
入
ら
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
」
と
説
か
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
一
仏
乗
」
の
真
実
が
説

き
明
か
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
．
仏
乗
」
の
教
説
こ
そ
が
、
「
法
華
経
」
の
全
体
を
貫
い
て
い
る
一
つ
の
根
本
精
神
で
あ
る

こ
と
は
云
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
言
い
換
え
る
と
、
一
切
の
衆
生
、
す
べ
て
の
人
び
と
が
ひ
と
し
く
成
仏
す
る
、
仏
の
智
慧
を
体
得
し

得
る
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
す
べ
て
の
人
が
人
間
と
し
て
成
就
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
す
べ
て
の
人
が
本
来
的
に
完

全
に
平
等
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。
す
く
な
く
と
も
私
た
ち
の
よ
う
に
、
あ
の
人
は
善
い
ひ
と

だ
、
こ
の
人
は
悪
い
人
だ
と
い
っ
て
勝
手
に
評
価
し
て
あ
る
人
に
は
近
づ
き
、
あ
る
人
は
遠
ざ
け
る
と
い
っ
て
別
け
隔
て
す
る
の
と
は
、

全
く
次
元
の
異
な
る
人
間
観
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
の
で
す
。

五
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「
維
摩
経
』
に
は
、
「
維
摩
の
一
黙
」
と
い
う
有
名
な
教
説
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
仏
教
の
大
切
な
教
え
て
あ
り
ま
す
「
不
二
法
門
に

入
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
菩
薩
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
自
ら
の
領
解
を
述
べ
る
一
段
で
す
が
、
最
後
に
文
殊
菩

薩
が
「
そ
れ
は
言
葉
で
は
表
現
で
き
な
い
真
理
で
あ
る
」
と
応
え
て
、
こ
の
領
解
こ
そ
が
「
不
二
法
門
に
入
る
」
こ
と
を
最
も
よ
く
言
い

表
わ
す
も
の
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
上
で
文
殊
菩
薩
は
維
摩
の
領
解
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
維
摩
は
黙
然
と
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
の

で
す
。
文
殊
菩
薩
の
よ
う
に
「
言
葉
で
は
表
せ
な
い
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
維
摩
は
、
こ
の
「
不
可
思
議
」
な
る
も
の
に
対
し
て
た

だ
黙
っ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
と
い
う
の
で
す
が
、
後
世
こ
の
維
摩
の
態
度
に
つ
い
て
「
維
摩
の
一
黙
、
万
雷
の
ご
と
し
」
と
い
っ
て
絶
賛

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
「
一
黙
」
の
う
ち
に
籠
め
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
言
葉
を
越
え
た
真
理
が
、
あ
る
い
は
ま
さ
し
く
「
不
可
思

議
」
な
る
も
の
が
、
見
事
に
人
び
と
の
心
の
中
に
し
っ
か
り
と
浸
み
透
っ
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
名
句
で
あ
り
ま
す
。

仏
教
の
研
究
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
不
可
思
議
」
の
探
険
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
共
ど
も
に
、
こ
の
不
思
議
な
世

界
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
未
知
へ
の
飽
く
な
き
知
的
欲
求
と
真
の
自
己
発
見
へ
向
け
て
、
確
固
と
し
た
自
覚
を
新
た

に
し
た
い
も
の
だ
と
願
わ
ず
に
お
れ
ま
せ
ん
。
今
日
の
お
話
は
こ
れ
を
も
っ
て
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
私
た
ち
の
前
に
は
数
多
く
の
経
典
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
に
は
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
教
え
が
説
か
れ
て

お
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
文
章
や
言
葉
は
い
ず
れ
も
「
不
可
思
議
」
な
る
も
の
を
指
し
示
す
た
め
の
方
便
で
あ
り
、
こ
の
経
典
の
言
葉
を

通
し
て
経
典
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
迫
る
努
力
が
私
た
ち
の
仏
教
研
究
の
最
高
目
標
で
あ
る
と
云
え
る
の
で
は
な
い
で
し
よ
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