
⽣
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第
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篇
﹁
上
﹂

（138）

本
当
の
教
育
に
つ
い
て
の
講
演

さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
も
﹁
⽣
⻑
の
家
﹂
に
よ
っ
て
⽣
き
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
り
ま
す
︒キ
リ
ス
ト
教
で
は
︑⼈
は﹁
神
の
⼦
だ
﹂と
い
っ
て
い
ま
す
︒

ま
た
﹁
な
ん
じ
の
信
仰
な
ん
じ
を
癒
せ
り
﹂
と
か
︑﹁
芥
⼦
種
の
ご
と
き
信

か
ら
し
だ
ね

仰
だ
に
あ
れ
ば
こ
の
⼭
に
か
し
こ
に
⾏
き
て
海
に
⼊
れ
と
い
え
ば
⼭
も
動
き

て
海
に
⼊
る
﹂と
か
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
︑こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
が
︑

﹁
三
界
は
唯
⼼
の
所
現
で
あ
る
﹂
と
い
う
仏
説
を
別
の
⾔
葉
に
い
い
か
え

が
い

ゆ
い
し
ん

し
ょ
げ
ん

た
の
で
あ
り
ま
す
︒
⼼
が
⾁
体
に
現
わ
れ
て
︑
⼈
を
病
気
に
も
し
︑
ま
た
︑

病
気
を
癒
し
も
す
る
︒
⼦
供
の
成
績
で
も
︑
商
売
上
の
栄
枯
盛
衰
で
も
︑

え
い
こ
せ
い
す
い

⼭
の
陥
没
で
も
︑
噴
⽕
⼭
の
爆
発
で
も
︑
地
震
で
も
︑
皆
︑
⼼
の
作
⽤
で

か
ん
ぼ
つ

起
こ
る
︒
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
の
教
え
で
あ
り
ま
す
︒
そ
し
て
そ
れ
が
た
だ
の

哲
学
的
理
論
で
は
な
く
︑そ
の
ま
ま
い
く
た
の
事
実
と
な
っ
て﹁
⽣
⻑
の
家
﹂

に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
こ
う
い
う
よ
う
に
︑
キ
リ
ス
ト
の
教
え

が
そ
の
ま
ま
実
現
す
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
⼈
に
よ
ろ
こ

ば
れ
る
の
は
当
然
で
あ
り
ま
し
ょ
う
︒
ま
た
⽇
本
固
有
の
神
道
も
﹁
⽣
⻑
の

家
﹂
に
よ
っ
て
⽣
き
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
侵
略
に
利
⽤
さ
れ
た
神
道
で

は
あ
り
ま
せ
ん
︒
誰
で
も
⼈
間
は
す
べ
て
⾃
⾝
が
﹁
神
の
⼦
﹂
で
あ
る
こ
と

を
知
り
︑
す
べ
て
の
⼈
間
を
神
の
⼦
と
し
て
拝
む
神
道
で
あ
り
ま
す
︒
昔
は

⽇
本
⼈
は
誰
で
も
何
某
の
み
こ
と
と
い
っ
て
い
ま
し
た
が
︑
そ
の
み
こ
と

な
に
が
し

と
は﹁
神
の
⼦
﹂と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒す
べ
て
の
⼈
を
何
々
姫

命
︑

な
に
な
に
ひ
め
の
み
こ
と

何
々
彦

命
と
呼
び
︑
す
べ
て
の
⼈
を
神
と
し
て
互
い
に
尊
敬
し
あ
っ
て

び
こ
の
み
こ
と

い
た
︑
こ
れ
が
⽇
本
⼈
で
あ
り
ま
す
︒彦
︑姫
と
い
う
の
は
︑
す
べ
て
﹁
霊
﹂

ひ

す
な
わ
ち
﹁
霊
的
存
在
﹂
の
⼦
で
あ
り
娘
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
し

て
︑
男
は
霊
⼦
命
︑
⼥
は
霊
⼥
命
と
い
っ
て
互
い
に
尊
敬
し
︑
す
べ
て
の
⼈

を
神
の
⼦
と
し
て
観
る
︑
そ
れ
が
古
代
か
ら
の
﹁
神
な
が
ら
の
道
﹂
だ
っ
た

の
で
あ
り
ま
す
︒
か
く
の
ご
と
く
︑
す
べ
て
の
宗
教
の
共
通
の
真
理
に
さ
か

の
ぼ
っ
て
︑
す
べ
て
の
⼈
を
仏
⼦
︑
す
べ
て
の
⼈
を
神
の
⼦
と
⾒
る
﹁
⽣
⻑

の
家
﹂
で
は
︑
仏
教
︑
キ
リ
ス
ト
教
︑
神
道
の
三
教
が
そ
の
ま
ま
少
し
も
害そ

こ
な

わ
れ
ず
に
⼀
つ
に
⽣
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
そ
れ

で
﹁
⽣
⻑
の
家
﹂
に
は
ど
ん
な
⼈
で
も
︑
ど
の
宗
教
の
⼈
で
も
︑
喜
ん
で
集

ま
っ
て
来
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
︑
各
宗
派
の
⼈
々
い
ず
れ
も
仲
よ
く
道

場
で
教
え
を
聴
い
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
︒

仏
陀
の
聖
訓

﹁
ま
こ
と
に
﹃
怨
み
⼼
﹄
を
も
っ
て
し
て
は
︑
そ
の
怨
み
を
解
く
こ
と

う
ら

ご
こ
ろ

は
で
き
な
い
︒
た
だ
﹃
怨
み
な
き
⼼
﹄
に
よ
っ
て
の
み
怨
み
を
解
く
こ
と
が

で
き
る
︒
こ
の
こ
と
は
永
恒
に
易
る
こ
と
の
な
い
真
理
で
あ
る
﹂
と
は

え
い
ご
う

か
わ

﹃
法
句
経
﹄
の
第
五
に
あ
る
仏
陀
の
聖
⾔
で
あ
る
︒﹁
怨
み
⼼
﹂
を
も
っ
て

ほ
っ
く
き
ょ
う

せ
い
げ
ん

し
て
は
怨
み
を
解
く
こ
と
は
で
き
な
い
︑﹁
怨
み
無
き
⼼
﹂
に
よ
っ
て
の
み

怨
み
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
実
に
き
ま
り
き
っ
た
こ
と
を
︑
あ
た
り

ま
え
の
こ
と
を
︑
怒
っ
て
い
る
⼼
は
怒
っ
て
い
る
の
だ
︑
笑
っ
て
い
る
⼼
は

笑
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
よ
う
な
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
仏
陀
は
何
故
い
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
﹁
迷
っ
て
い
る
妄
⼼
﹂
で
﹁
迷
い
﹂
を
無
く

も
う
し
ん



し
よ
う
と
思
っ
て
も
︑
結
局
そ
の
迷
い
を
解
く
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
と
い
う
真
理
を
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
怨
み
を
解
く
に
は
︑
怨
ん
で
い

る
⼼
で
そ
の
怨
み
を
解
消
し
よ
う
と
思
っ
て
も
駄
⽬
な
の
で
あ
る
︒﹁
本
来

怨
ん
で
い
な
い
⼼
﹂
を
出
し
て
来
た
時
︑
怨
み
は
ひ
と
り
で
に
解
け
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
暗
の
⼼
﹂
で
﹁
暗
の
⼼
﹂
を
消
そ
う
と
思
っ
て
も

駄
⽬
で
あ
る
︒﹁
光
の
⼼
﹂
を
出
し
て
来
さ
え
し
た
ら
暗
の
⼼
は
⾃
然
に
消

え
る
︒
そ
の
ほ
か
の
⼼
を
も
っ
て
し
て
は
﹁
暗
の
⼼
﹂
は
と
う
て
い
消
え
な

い
の
で
あ
る
︒﹁
暗
の
⼼
﹂
は
﹁
無
い
﹂
と
知
っ
た
ら
﹁
恨
み
⼼
﹂
は
本
来

無
い
と
知
っ
た
ら
︑
も
う
暗
の
⼼
は
消
え
て
お
り
︑
恨
み
⼼
は
消
え
て
い
る

の
で
あ
る
︒

第
⼀
章
永
遠
価
値
の
⽣
活
学
序
説

﹁
永
遠
価
値
の
⽣
活
﹂
の
探
求

わ
れ
わ
れ
⼈
間
の
魂
を
湧
き
⽴
た
す
あ
ら
ゆ
る
問
題
の
う
ち
で
︑
最
も
重

要
な
問
題
は
な
ん
で
あ
る
か
と
い
え
ば
︑
⼈
⽣
の
⽬
的
如
何
？
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
す
︒
む
ろ
ん
そ
ん
な
こ
と
を
頓
着
し
な
い
⼈
間
は
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
︒
そ
う
い
う
⼈
間
は
た
だ
五
官
の
世
界
に
だ
け
住
ん
で
い
る
の
で
あ

り
ま
し
て
︑
⼈
間
と
は
⾁
体
で
あ
り
︑
⾁
体
を
楽
し
ま
し
め
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
︑
そ
れ
で
善
い
も
の
だ
と
漠
然
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
そ
し

て
︑
地
上
の
⽣
活
時
期
が
終
わ
っ
て
⾁
体
が
ま
さ
に
彼
か
ら
も
ぎ
と
ら
れ
よ

う
と
す
る
と
き
に
な
っ
て
か
ら
︑
初
め
て
﹁
な
ん
の
た
め
の
⾃
分
の
⼈
⽣
で

あ
っ
た
の
か
︑
⾃
分
の
⼈
⽣
に
︑
永
遠
的
価
値
あ
る
何
物
か
が
は
た
し
て
残

さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
﹂と
振
り
返
っ
て
⻑
⼤
息
す
る
の
で
あ
り
ま
す
︒

ち
ょ
う
た
い
そ
く

⾁
体
と
い
う
形
あ
る
も
の
が
消
え
よ
う
と
す
る
と
き
︑
形
な
き
そ
し
て
永
遠

に
価
値
あ
る
何
物
か
の
存
続
を
求
め
る
の
は
⼈
情
で
あ
り
ま
す
が
︑
し
か
し

今
ま
で
彼
は
形
の
世
界
︱
五
官
の
世
界
に
歓
び
ば
か
り
を
求
め
て
い
た
の

で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
彼
の
⼈
⽣
に
は
﹁
形
を
超
越
せ
る
と
こ
ろ
の
永
遠
に
存

続
す
る
価
値
﹂
な
ど
は
⼀
つ
も
創
造
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
し
て
創
造
さ
れ
て

い
な
い
も
の
は
存
在
し
な
い
︒
彼
の
前
途
に
は
た
だ
暗
澹
た
る
空
虚
あ
る

あ
ん
た
ん

の
み
で
あ
り
ま
す
︒
諸
君
よ
︑
わ
れ
わ
れ
は
こ
ん
な
空
虚
な
⼈
⽣
を
⽣
活
し

た
く
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
︒

⼈
⽣
の
⽬
的
と
は
︑
要
す
る
に
こ
の
世
に
神
の
⽣
命
を
顕
現
す
る
こ
と
で

あ
り
ま
す
︒
神
が
こ
の
世
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
⽣
活
を
⽰
現
す
る
こ
と
で
あ
り

ま
す
︒
⾳
楽
は
⾳
楽
家
の
永
遠
の
⽣
命
が
︑
五
官
に
触
れ
る
形
式
に
あ
ら
わ

さ
れ
た
の
で
あ
る
が
ご
と
く
︑
⼈
⽣
は
神
の
永
遠
の
⽣
命
が
︑
五
官
に
触
れ

る
形
式
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
︒
完
全
な
る
意

味
に
お
い
て
は
︑
⼈
間
と
は
ひ
っ
き
ょ
う
﹁
神
⼈
﹂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
︑
⼈
⽣
と
は
ひ
っ
き
ょ
う
﹁
神
⽣
﹂︑
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り

ま
す
︒

﹁
神
﹂
な
る
﹁
永
遠
の
価
値
者
﹂
と
諧
和
し
た
⽣
活
で
あ
っ
て
こ
そ
︑

か
い
わ

そ
の
⼈
の
⼈
⽣
が
永
遠
価
値
あ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
︒﹁
⽣
⻑
の

家
倫
理
学
﹂
と
は
要
す
る
に
︑﹁
⼈
⽣
に
永
遠
価
値
を
⽣
き
る
⽣
活
の
指
導

学
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
は
神
の
⽣
命
が
こ
の
世
に

顕
現
す
る
道
の
指
導
学
︑
神
な
る
﹁
永
遠
の
価
値
者
﹂
を
正
し
く
⼈
⽣
に
投

影
す
る
⽣
活
は
い
か
に
す
べ
き
か
の
指
導
精
神
の
解
明
と
な
る
の
で
あ
り
ま

す
︒



第
五
章
実
相
を
隠
蔽
す
る
脇
慢
と
⾃
卑

い
ん
ぺ
い

き
ょ
う
ま
ん

じ

ひ

第
⼀
の
神
性
隠
蔽
︵
罪
︶
と
し
て
は
﹁
神
我
⼀
体
﹂
の
実
相
を
包
ん
で
⾒

ざ
る
こ
と
︑
第
⼆
の
神
性
隠
蔽
と
し
て
は
﹁
⾃
他
⼀
体
﹂
の
実
相
を
隠
し
て

⾒
ざ
る
こ
と
︑
第
三
の
隠
蔽
と
し
て
は
﹁
隠
蔽
の
隠
蔽
﹂
と
し
て
⾃
⼰
弁

つ

み

解
す
る
こ
と
︑
第
四
の
隠
蔽
と
し
て
は
外
界
が
た
だ
⾃
⼼
の
展
開
な
る
事
実

を
観
ず
悟
ら
ず
︑
外
界
を
も
っ
て
⾃
分
に
対
⽴
す
る
と
こ
ろ
の
有
限
の
世
界

と
し
て
観
じ
︑
⾃
⼼
の
整
理
を
先
に
せ
ず
︑
物
に
執
し
物
を
奪
い
合
わ
ん
が

た
め
に
︑
兄
弟
と
相
争
い
︱
こ
こ
に
こ
れ
ら
四
つ
の
根
本
的
神
性
隠
蔽
が

相
寄
り
相
混
じ
て
︑
種
々
な
る
罪
を
構
成
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
こ
と

あ
い
こ
ん

は
︑
前
節
ま
で
に
お
い
て
詳
細
説
聯
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
︒

﹁
物
あ
り
﹂と
思
う
が
ゆ
え
に
︑物
に
執
着
し
迷
う
の
で
あ
り
ま
す
︒﹁
物
﹂

が
⾃
⼼
の
展
開
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
判
れ
ば
︑
⾃
⼼
を
整
え
る
よ
り
ほ
か

に
物
を
得
る
道
は
な
い
の
で
執
着
が
破
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
︒﹁
⾃

他
⼀
体
﹂の
事
実
が
悟
れ
な
い
ゆ
え
に
︑利
⼰
主
義
が
⽣
じ
︑利
⼰
主
義
が
︑

﹁
物
あ
り
﹂
と
い
う
迷
い
と
混
合
し
て
︑
貪
欲
︑
怒
り
︑
憎
み
︑
嫉
妬
︑
虚

栄
な
ど
の
諸
罪
を
構
成
す
る
の
で
あ
り
ま
す
︒

わ
れ
わ
れ
が
⾃
他
⼀
体
だ
と
申
し
ま
す
の
は
現
象
界
の
⼈
間
の
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
︒
ご
ら
ん
の
と
お
り
現
象
界
の
⼈
間
は
個
々
別
々
に
分
れ
て
い

る
︒
こ
れ
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
︒
わ
た
し
が
御
飯
を
⾷
べ
て
も
他
の
⼈
の

お
腹
が
膨
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒̓
わ
た
し
が
旅
⾏
し
て
も
他
の
⼈
が
旅
⾏

先
で
楽
し
め
る
わ
け
で
は
な
い
︒
わ
た
し
が
⾦
殿
⽟
楼
に
住
ま
っ
て
も
ル

き
ん
で
ん
ぎ
ょ
く
ろ
う

ン
ペ
ン
が
救
か
る
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
う
い
う
ふ
う
に
現
象
⼈
間
は
個
々
別

々
離
れ
離
れ
で
あ
っ
て
︑
Ａ
者
の
快
感
は
Ｂ
者
の
快
感
に
共
通
す
る
も
の
で

は
な
い
︒
ま
た
Ｂ
者
の
苦
痛
は
Ａ
者
に
共
通
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
だ
か
ら

Ａ
者
は
Ｂ
者
の
苦
痛
を
犠
牲
に
し
て
︑
た
だ
⾃
分
の
み
の
快
楽
を
貪
ろ
う
と

す
る
の
が
利
⼰
的
快
楽
主
義
で
あ
り
ま
す
︒
し
か
し
そ
れ
は
現
象
⼈
間
が
個

々
別
々
で
あ
る
事
実
の
上
か
ら
は
︑
そ
れ
は
当
然
す
ぎ
る
ほ
ど
当
然
な
こ
と

で
あ
っ
て
︑
そ
れ
は
罪
悪
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
︒
だ

か
ら
⾁
体
我
を
唯
⼀
の
﹁
我
﹂
で
あ
る
と
⾒
︑
あ
る
い
は
⾁
体
我
を
本
来
実

在
で
あ
る
と
⾒
る
限
り
︑
利
⼰
的
快
楽
主
義
は
な
ん
ら
⾮
難
さ
る
べ
き
で
は

な
い
︒
し
か
る
に
利
⼰
的
快
楽
主
義
が
道
徳
上
⾮
難
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
で
あ

ろ
う
か
︒
道
徳
上
す
な
わ
ち
﹁
天
地
に
ミ
チ
る
無
上
命
令
の
法
則
﹂
の
上

の

り

か
ら
︑
利
⼰
的
快
楽
主
義
が
⾮
難
さ
れ
る
の
は
︑
天
地
に
ミ
チ
る
⽣
命
の
実

相
が
︑本
来
⾃
他
⼀
体
で
あ
る
事
実
に
そ
れ
が
背
反
す
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
︒

キ
リ
ス
ト
が
﹁
⽣
命
を
得
ん
と
す
る
も
の
は
か
え
っ
て
こ
れ
を
失
い
︑
お
よ

そ
わ
が
た
め
に
⽣
命
を
梢
つ
る
も
の
は
か
え
っ
て
⽣
命
を
得
ん
﹂︵﹃
マ
タ
イ

伝
﹄
第
⼗
六
章
⼆
⼗
五
︶
と
い
っ
た
の
は
︑
前
者
の
⽣
命
と
は
⾁
体
我
現
象

我
の
⽣
命
︑
涓
て
て
か
え
っ
て
得
る
⽣
命
と
は
実
相
我
の
⽣
命
な
の
で
あ
り

す

ま
す
︒
キ
リ
ス
ト
は
実
相
我
︵
久
遠
の
我
︶
の
顕
現
と
し
て
﹁
実
相
た
め
に

⽣
命
を
梢
つ
る
も
の
は
か
え
っ
て
⽣
命
を
得
ん
﹂と
い
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
︑

仮
相
の
﹁
⾁
体
我
﹂
の
⽣
命
は
本
来
無
い
も
の
じ
ゃ
か
ら
︑
そ
れ
を
実
相
我

の
た
め
に
す
て
て
︑
実
相
我
を
活
か
す
よ
う
に
す
れ
ば
本
当
の
⽣
命
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
︒



第
六
章
価
値
の
本
質

価
値
要
求
は
⼈
間
の
実
相
に
あ
る

と
こ
ろ
で
︑
価
値
す
な
わ
ち
値
打
と
い
う
も
の
を
知
る
の
は
︑
わ
れ
わ
れ

の
⼼
の
中
に
あ
る
判
断
⼒
に
よ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
︑
判
断
⼒
が
な
け
れ
ば

価
値
が
あ
っ
て
も
価
値
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
せ
ん
︒
誰
か
が
善
い
こ
と

を
す
る
と
︑
わ
れ
わ
れ
は
⼼
の
中
で
そ
れ
は
値
打
の
あ
る
⾏
為
で
あ
る
と
認

め
る
︑
こ
の
判
断
⼒
を
哲
学
上
の
⾔
葉
で
は
悟
性
と
申
し
て
お
り
ま
す
︒
こ

の
悟
性
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
⼈
の
⾏
為
の
善
悪
価
値
を
判
断
す
る
の
は
︑

⾦
銭
上
の
値
打
な
ど
と
い
う
よ
う
な
相
対
的
関
係
の
値
打
で
な
し
に
︑
も
の

そ
の
も
の
︱
⼈
間
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
と
こ
ろ
の
︑
本
当
に
あ
る
も
の

が
出
て
い
る
の
で
︑
貨
幣
の
値
打
な
ど
と
は
別
に
﹁
あ
の
⼈
の
⾏
為
は
値
打

が
あ
る
﹂
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
︒

ま
こ
と
に
﹁
価
値
﹂
と
い
う
も
の
は
こ
の
⼈
間
の
内
部
に
宿
っ
て
お
り
ま

し
て
︑
そ
れ
が
ど
う
し
て
も
内
部
か
ら
押
し
出
し
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
よ
う
な
⼀
種
の
迫
⼒
を
も
っ
て
︑
わ
れ
わ
れ
に
圧
倒
的
に
内
部
か

ら
強
制
的
に
現
わ
れ
て
こ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
絶
対

的
存
在
の
価
値
が
表
現
さ
れ
よ
う
と
い
う
⼒
で
す
か
ら
︑
相
対
的
の
価
値
︑

す
な
わ
ち
物
質
や
⾦
銭
上
の
損
得
の
こ
と
な
ど
で
抑
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
︒
損
に
な
っ
て
も
︑
物
質
的
⾁
体
は
死
ん
で
さ
え
も
こ
れ
は
善
事
で
あ

ぜ
ん
じ

る
か
ら
な
さ
れ
ば
な
ら
ぬ
と
︑
⼈
間
の
内
部
に
あ
る
と
こ
ろ
の
﹁
値
打
﹂
は

五
官
の
⽬
に
は
⾒
え
な
い
け
れ
ど
も
︑
本
当
に
あ
る
も
の
な
の
で
す
か
ら
︑

⾮
常
な
圧
⼒
を
も
っ
て
厭
で
も
応
で
も
そ
れ
を
な
さ
し
め
よ
う
と
す
る
︒

い
や

お
う

憐
れ
な
⼈
に
出
遇
え
ば
︑﹁
彼
は
憐
れ
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
救
っ
て
上
げ

た
い
﹂
と
い
う
よ
う
な
熱
願
熱
情
と
な
っ
て
︑
内
部
か
ら
厭
で
も
応
で
も

ね
つ
が
ん
ね
つ
じ
ょ
う

⼈
間
を
押
し
つ
け
て
そ
れ
を
実
⾏
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
そ
し

て
そ
れ
を
本
当
に
実
⾏
で
き
た
時
に
︑
物
質
は
滅
び
て
も
︑
⾁
体
は
滅
び
て

も
︑
⾃
分
は
⽣
き
た
︑
⽣
き
甲
斐
が
あ
っ
た
︑
値
打
の
あ
る
⾏
な
い
を
し
た

と
い
う
感
じ
が
し
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
︒

こ
の
善
を
な
せ
︑
値
打
の
あ
る
⾏
な
い
を
な
せ
と
い
う
要
求
が
︑
内
部
か

ら
⾮
常
な
圧
⼒
を
も
っ
て
迫
っ
て
き
て
︑
そ
れ
を
実
⾏
し
た
時
に
⾁
体
は
死

ん
で
も
よ
い
と
い
う
ほ
ど
な
⼤
き
な
喜
び
の
感
じ
が
起
こ
っ
て
く
る
︱
こ

の
喜
び
の
念
︑
⽣
き
甲
斐
の
感
じ
は
﹁
値
打
﹂
の
感
じ
す
な
わ
ち
価
値
感
で

あ
り
ま
し
て
︑
内
部
に
あ
る
価
値
の
標
準
が
あ
っ
て
︑
そ
の
標
準
に
合
っ
た

も
の
を
賞
讃
す
る
感
じ
で
あ
り
ま
す
︒
こ
の
標
準
を
規
範
と
い
い
︑
⽬
的
と

い
う
の
で
あ
り
ま
す
︒
こ
の
標
準
︑
規
範
︑
⽬
的
は
す
べ
て
の
⼈
に
普
遍
的

に
存
在
し
て
い
る
の
で
︑
た
い
て
い
の
⼈
は
⼀
つ
の
⾏
為
に
対
し
て
善
と
か

悪
と
か
い
う
判
断
に
対
し
て
⼀
致
し
て
く
る
の
で
︑
そ
の
普
遍
性
が
証
明
さ

れ
る
の
で
あ
り
ま
す
︒

無
論
︑
相
対
的
な
善
と
か
悪
と
か
の
判
断
は
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
ま

い
り
ま
す
︒
⼤
⽯
内
蔵
之
助
が
︑
吉
良
上
野
之
介
を
討
っ
て
主
君
の
怨
み
を

晴
ら
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
︑
そ
の
時
代
に
は
﹁
善
﹂
で
あ
り
ま
し
た

け
れ
ど
も
︑
現
代
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
﹁
善
﹂
だ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ

ん
︒
そ
う
す
る
と
︑﹁
善
﹂
と
い
う
の
は
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
く
て
︑
時

代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
と
こ
ろ
の
相
対
的
な
価
値
で
あ
る
と
お
考
え
に
な
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
無
論
︑
相
対
的
価
値
か
ら
い
う
と
︑﹁
善
﹂
と
は
⼈
時

処
の
三
相
応
に
か
な
う
も
の
を
﹁
善
﹂
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
無
論



時
代
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
ま
い
り
ま
す
︒
し
か
し
︑
⼈
類
の
福
祉
の
た

め
に
⼰
を
空
し
ゅ
う
し
て
仕
え
る
と
い
う
よ
う
な
絶
対
的
な
こ
と
が
値
打
あ

る
⾏
な
い
だ
と
い
う
こ
と
は
︑
こ
れ
は
普
遍
的
の
価
値
標
準
で
あ
っ
て
時
代

の
変
化
に
よ
っ
て
相
対
的
に
変
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
ぜ
ん
︒

⽣
命
の
實
相
⾕
⼝
雅
春
⽇
本
教
分
社


