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第
⼀
章

⾁
体
と
境
遇
を
良
く
す
る
道

⾕
ロ

︱
⼤
変
結
構
な
お
話
を

承

ら
し
て
い
た
だ
き
ま
し
て

う
け
た
ま
わ

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
そ
う
い
う
ふ
う
に
外
界
に
映
し

が
い
か
い

出
さ
れ
た
﹁
⾃
分
の
⼼
の
影
﹂
と
い
う
も
の
に
照
し
て
︑
⾃
分

と
い
う
も
の
を
省
み
﹁
ニ
セ
物
の
⾃
分
﹂
を
捨
て
て
﹁
本
物
の

か
え
り

⾃
分
﹂
の
⽣
き
⽅
を
す
る
の
が
﹁
⽣
⻑
の
家
﹂
の
⽣
き
⽅
な
の

で
あ
り
ま
す
︒
し
か
し
︑
こ
の
⾍
に
螫
さ
れ
る
と
か
病
気
に
な

さ

る
と
か
い
う
の
は
わ
れ
わ
れ
を
反
省
せ
し
め
る
た
め
に
神
が
与

え
た
神
罰
で
あ
る
か
と
⾔
い
ま
す
と
︑﹁
類
が
類
を
招
ぶ
﹂
⼼
の

よ

法
則
で
︑
そ
う
な
る
の
で
あ
っ
て
︑
神
が
⼈
間
を
罰
す
る
の
で

は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
︒
念
と
い
う
も
の
は
象
徴
的
に
展
開
し

て
︑
そ
の
念
に
類
似
す
る
形
を
現
象
界
に
具
象
化
す
る
の
で
あ

り
ま
す
か
ら
︑
悪
念
は
神
か
ら
直
接
に
罰
し
も
罰
さ
れ
も
し
な

い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
の
悪
念
を
出
し
た
⼈
の
⾁
体
と
環

境
と
に
そ
の
悪
念
の
内
容
相
応
の
も
の
が
形
に
化
し
て
実
際
現

な
か
み

か

象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
︒﹁
⽣
⻑
の
家
﹂
で

﹁
神
罰
は
無
い
﹂
と
断
⾔
し
ま
す
と
︑
⾃
分
の
病
気
さ
え
治
れ

ば
︑
あ
と
は
い
い
気
に
な
っ
て
利
⼰
的
な
忘
恩
的
な
⾏
な
い
を

ぼ
う
お
ん
て
き

平
気
で
や
る
⼈
が
で
き
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
そ
う
い

う
⼈
の
周
囲
に
は
同
類
の
忘
恩
的
な
利
⼰
的
な
⼈
た
ち
が
集
ま

っ
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
忘
恩
的
な
⼈
の
と
こ
ろ
へ
は
忘
恩

的
な
⼈
間
ば
か
り
で
は
な
く
﹁
忘
恩
的
な
事
件
﹂
ま
で
も
集
ま

っ
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
︒﹁
忘
恩
的
な
事
件
﹂
と
⾔
っ
た
ら
ど

ん
な
事
件
で
あ
る
か
と
申
し
ま
す
と
︑
善
い
結
果
を
得
る
だ
ろ

う
と
思
っ
て
⼀
所
懸
命
に
そ
の
事
件
に
誠
を
尽
く
し
て
い
ま
す

と
︑
善
い
結
果
は
そ
の
事
件
か
ら
⽣
ま
れ
て
来
な
い
で
︑
⾃
⼰

の
努
⼒
に
対
し
て
は
忘
恩
的
結
果
す
な
わ
ち
⾃
⼰
を
裏
切
る
よ

う
な
結
果
を
招
く
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
よ
く

こ
ん
な
⼈
は
申
し
ま
す

︱
﹁
必
ず
成
る
と
い
う
⾃
信
を
も
っ

て
︑
誠
を
尽
く
せ
ば
ど
ん
な
こ
と
で
も
成
就
す
る
と
い
う
こ
と

が
﹃
⽣
⻑
の
家
﹄
に
説
い
て
あ
る
が
︑
今
度
の
事
件
に
は
⾃
分

は
⾃
信
を
も
っ
て
誠
を
尽
く
し
た
の
に
不
成
功
に
終
わ
っ
た
﹂

と
⾔
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
⾃
信
と
⼀
事
貫
⾏
の
誠
と
は
︑

お
の
お
の
事
を
成
す
要
素
で
は
あ
り
ま
す
が
︑
た
だ
そ
れ
だ
け

で
は
必
ず
し
も
事
は
成
就
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
︒
⾃
信
に
対

し
て
⾃
信
を
裏
切
ら
ず
︑
努
⼒
に
対
し
て
努
⼒
を
裏
切
ら
な
い

結
果
を
得
る
に
は
︑
⾃
分
⾃
⾝
が
裏
切
っ
た
⼼
持
と
⾏
為
と
を

し
な
い
す
な
わ
ち
忘
恩
的
な
⼼
持
と
⾏
為
と
を
し
な
い
こ
と
が

必
要
な
の
で
あ
り
ま
す
︒
忘
恩
的
な
⼼
持
は
ど
こ
か
ら
⽣
ま
れ

て
来
る
か
と
申
し
ま
す
と
︑
た
い
て
い
物
質
欲
に
捉
わ
れ
る
か

ら
で
あ
り
ま
す
︒﹁
恩
は
知
っ
て
い
る
﹂
と
⾃
分
で
も
思
い
︑
感

謝
も
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
っ
て
も
︑﹁
物
を
出
す
の
は
惜
し
い
︒

⼼
で
感
謝
し
て
お
こ
う
﹂
な
ど
と
思
っ
て
い
ま
す
と
︑
そ
の
﹁
惜

し
い
﹂
と
い
う
⼼
が
︑
恩
者
に
遠
ざ
か
る
働
き
と
な
っ
て
あ
ら

わ
れ
︑
し
だ
い
に
そ
の
⼈
間
を
忘
恩
的
に
し
︑
ひ
と
り
で
に
偉

く
な
っ
た
よ
う
に
慢
⼼
が
出
て
き
て
︑
恩
者
を
忘
れ
て
し
ま
う

よ
う
に
な
っ
て
く
る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
そ
う
な
っ



て
き
ま
す
と
︑
⾃
分
は
真
理
を
⼗
分
悟
っ
た
つ
も
り
で
あ
り
︑

神
想
観
も
⼀
所
懸
命
に
や
っ
て
い
る
し
︑
⾃
信
と
熱
誠
と
を
も

ね
っ
せ
い

っ
て
事
業
を
や
っ
て
い
る
の
に
ど
う
も
こ
と
ご
と
に
⾃
分
を
裏

切
る
結
果
を
招
く
よ
う
に
な
り
ま
す
︒
こ
れ
は
︑﹁
類
は
類
を
招

ぶ
⼼
の
法
則
﹂
に
よ
り
ま
し
て
﹁
裏
切
る
⼼
﹂
が
︑﹁
裏
切
ら
れ

る
結
果
﹂
を
招
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
こ
う
い
う
よ

う
に
﹁
⼼
の
法
則
﹂
と
い
う
も
の
は
︑
厳
重
に
働
く
も
の
で
あ

り
ま
し
て
︑﹁
物
質
無
︑
我
れ
神
の
⼦
な
り
﹂
の
絶
対
境
に
達
し

な
い
限
り
︑﹁
刺
す
⼼
﹂
は
﹁
刺
さ
れ
る
結
果
﹂
を
招
く
︑﹁
裏

切
る
⼼
﹂
は
﹁
裏
切
ら
れ
る
結
果
﹂
を
招
く
の
で
あ
り
ま
す
︒

ま
た
︑
真
に
悟
り
の
絶
対
境
に
達
し
ま
す
れ
ば
剌
す
⼼
も
裏
切

る
⼼
も
無
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
現
象
世
界
は
本
来
無
い
の

で
あ
っ
て
︑
念
の
象
徴
化
で
あ
り
ま
す
か
ら
そ
の
象
徴
を
追
う

て
さ
か
の
ぼ
っ
て
ゆ
け
ば
︑
そ
の
病
源
な
る
病
念
に
到
達
す
る

の
で
す
︒
神
の
お
罰
で
あ
る
な
ら
︑
も
っ
と
ハ
ッ
キ
リ
し
た
形

と
が
め

を
と
る
が
︑
象
徴
で
あ
る
が
ゆ
え
に
明
瞭
に
そ
れ
と
気
づ
か
ぬ

し
る
し

こ
と
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
︒
先
般
東
京
の
誌
友
で
時
々
⿐
⾎

が
出
る
の
で
﹁
ひ
と
の
道
﹂
の
教
祖
に
神
宣
を
乞
う
た
⼈
が
あ

じ
ん
せ
ん

り
ま
し
た
が
︑﹁
い
ろ
い
ろ
と
物
事
思
い
つ
め
る
性
分
が
あ
る
か

ら
そ
れ
を
直
せ
﹂
と
い
う
神
宣
で
あ
り
ま
し
た
︒
こ
の
⼈
は
こ

の
神
宣
を
あ
り
が
た
が
り
︑
そ
の
と
お
り
実
⾏
し
よ
う
と
決
⼼

し
ま
し
た
が
︑
そ
れ
以
来
⿐
⾎
が
出
な
く
な
り
ま
し
た
︒
そ
の

⼈
は
ま
た
あ
る
⽇
膝
坊
主
に
擦
り
傷
を
受
け
︑
ま
た
⼀
匹
の
蜂

ひ
ざ
ぼ
う
ず

が
舞
い
下
が
っ
て
そ
の
⼈
の
腕
を
螫
し
た
の
で
あ
り
ま
す
︒
で

そ
の
⼈
は
試
み
に
﹁
ひ
と
の
道
教
団
﹂
に
再
び
神
宣
を
乞
い
ま

し
た
ら
﹁
⾃
分
ば
か
り
偉
い
と
思
っ
て
⼈
を
い
ろ
い
ろ
批
評
す

る
性
分
が
あ
る
か
ら
神
が
こ
れ
に
お
気
づ
け
し
た
の
で
あ
る
﹂

と
い
う
お
⽰
し
で
あ
り
ま
し
た
︒
そ
の
⼈
︑
こ
れ
は
⼤
変
⾃
分

の
性
分
に
合
っ
て
い
る
御
神
宣
を
受
け
た
と
思
っ
て
︑﹁
⼈
の
道

教
団
﹂
を
崇
敬
し
て
た
だ
ち
に
そ
の
信
徒
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
す
︒
⿐
⾎
が
出
る
の
は
︑
物
を
⿐
に
か
け
︑
ま
た

⾼
ぶ
り
︑
上
に
⾎
が
昇
り
︑
⾃
分
考
え
を
標
準
に
し
て
物
事
ク

ヨ
ク
ヨ
思
い
つ
め
る
念
が
象
徴
化
し
た
の
で
あ
り
ま
す
︒
蜂
に

螫
さ
れ
る
の
は
︑
⾃
分
に
あ
る
⼈
を
刺
す
⼼

︱
い
ろ
い
ろ
⼈

を
批
評
し
傷
つ
け
る
⼼
が
象
徴
化
し
た
の
で
あ
り
ま
す
︒
膝
坊

主
は
曲
げ
て
突
き
出
す
所
で
あ
り
ま
す
︒
こ
の
⼈
は
曲
げ
て
突

き
出
し
て
他
と
衝
突
摩
擦
し
て
⾎
を
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
︒

い
ろ
い
ろ
と
⼈
を
批
評
し
︑
⾃
分
の
⽅
が
曲
っ
て
い
て
も
そ
れ

を
悟
ら
ず
︑
⾃
分
を
偉
い
よ
う
に
思
い
︑
他
と
衝
突
す
る
性
分

が
こ
の
⼈
に
は
あ
る
ゆ
え
に
︑
そ
の
念
の
象
徴
化
と
し
て
こ
の

⼈
は
そ
う
い
う
傷
を
受
け
た
の
で
あ
り
ま
す
︒
病
は
神
の
お
⽰

し
と
い
う
こ
と
も
︑
天
理
教
の
よ
う
に
﹁
理
は
神
じ
ゃ
﹂
と
い

り

う
﹁
理
﹂
︱
す
な
わ
ち
﹁
⽣
⻑
の
家
﹂
で
⾔
う
﹁
⼼
の
法
則
﹂

を
知
る
な
ら
ば
︑
ひ
と
の
道
教
祖
な
ら
ず
と
も
何
⼈
に
も
こ
う

い
う
判
断
は
⾃
分
に
つ
く
の
で
あ
り
ま
す
︒
わ
か
ら
な
い
場
合

に
は
神
想
観
を
し
て
︑
精
神
を
統
⼀
し
︑
神
に
お
願
い
し
て
⾃

分
を
空
し
ゅ
う
し
て
お
れ
ば
︑
⼼
に
必
ず
神
宣
が
浮
か
ん
で
く

る
の
で
あ
り
ま
す
︒
神
⽰
を
受
け
る
⽅
法
は
﹃
⽣
命
の
實
相
﹄

全
集
の
觀
⾏
篇
に
わ
た
し
の
書
い
た
﹁
神
⽰
を
受
け
る
道
﹂
を

御
参
考
に
な
さ
る
と
い
い
︒﹁
ひ
と
の
道
教
﹂
で
は
﹁
念
の
具
象

化
の
法
則
﹂
を
教
え
な
い
で
教
祖
に
頼
っ
て
⾃
分
の
⼼
得
違
い

を
教
え
て
も
ら
う
︑﹁
⽣
⻑
の
家
﹂
で
は
各
誌
友
が
⼼
の
法
則
を



知
る
か
ら
︑
誌
友
お
の
お
の
み
ん
な
﹁
ひ
と
の
道
教
祖
﹂
と
同

じ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
︑
⾃
分
の
環
境
を
⾒
︑
⾃
分
の
病
気
を

⾒
て
︑
⾃
分
の
⼼
の
ま
ち
が
い
を
悟
る
こ
と
が
で
き
る
︒
悟
れ

る
だ
け
で
は
な
く
直
そ
う
と
い
う
誠
さ
え
あ
れ
ば
聖
典
を
繰
り

返
し
読
み
神
想
観
を
励
め
ば
⾃
然
に
直
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま

す
︒

⾕
⼝

︱
⾃
分
の
⼼
の
⽋
点
を
知
り
た
い
︑
知
っ
て
そ
れ
を
直
し

た
い
︒
し
か
し
︑
⽋
点
を
知
っ
て
も
治

ら
な
い
の
は
﹁
⽋
点
﹂

と
﹁
⾃
分
﹂
と
が
対
⽴
的
に
な
っ
て
︑﹁
⽋
点
﹂
と
﹁
⾃
分
﹂
と

い
う
も
の
が
︑
相
撲
を
と
る
よ
う
に
四
つ
に
な
っ
て
取
り
組
ん

で
い
る
か
ら
な
の
で
す
︒
そ
う
な
る
と
﹁
⽋
点
﹂
と
﹁
⾃
分
﹂

と
は
対
等
な
⼒
に
な
る
か
ら
︑
と
も
す
れ
ば
⾃
分
の
⽅
が
負
け

そ
う
に
な
る
の
で
す
︒﹁
⽋
点
﹂
に
勝
つ
に
は
﹁
⽋
点
﹂
を
神
想

観
を
し
て
神
に
預
け
る
の
が
よ
い
の
で
す
︒
そ
う
す
る
と
光
の

中
へ
暗
を
預
け
た
よ
う
な
も
の
で
暗
は
⾃
然
に
消
え
て
し
ま
う

の
で
す
︒
沢
⽥
さ
ん
が
神
想
観
の
修
⾏
を
せ
ら
れ
る
と
⾃
然
に

⼼
が
穏
や
か
に
な
り
︑
酒
や
煙
草
の
味
が
変
わ
っ
て
不
要
に
な

っ
た
と
同
じ
よ
う
に
︑
⼼
の
⽋
点
が
⾃
然
に
変
わ
っ
て
く
る
の

が
本
当
の
宗
教
の
功
徳
な
の
で
す
︒
努
⼒
し
て
直
す
間
は
道
徳

く
ど
く

⾏
で
対
⽴
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
︒
実
相
の
う
ち
に
溶
け
⼊

れ
ば
︑
も
う
⽋
点
も
悪
い
性
格
も
な
い
の
で
す
︒
だ
い
た
い
︑

⾃
分
の
⽋
点
を
他
か
ら
教
え
ら
れ
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
と
い

う
の
は
実
に
弱
い
考
え
で
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
か
ら
︑﹁
⽣
⻑
の
家
﹂

で
⾔
う
﹁
病
気
は
本
来
無
い
﹂
と
い
う
こ
と
と
︑﹁
病
気
は
神
の

お
⽰
し
﹂
と
い
う
こ
と
と
の
間
に
は
な
ん
ら
の
⽭
盾
も
な
い
の

で
あ
り
ま
す
︒
し
か
し
﹁
病
気
は
神
の
お
気
づ
け
﹂
と
い
う
の

は
ど
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
︒﹁
お
気
づ
け
﹂
と
い
う
⾔
葉
の
奥

に
は
﹁
あ
い
つ
は
こ
ん
な
悪
い
こ
と
を
考
え
ま
た
は
⾏
な
っ
て

い
る
か
ら
病
気
に
し
て
や
ろ
う
﹂
と
い
う
よ
う
な
病
気
作
成
の

神
の
意
志
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
れ
る
の
で
す
︒
し
か

し
︑
神
は
そ
う
い
う
病
気
作
成
の
意
志
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
︒

⼼
を
変
え
る
と
病
気
が
治
る
事
実
は
︑﹁
病
気
は
象
徴
と
し
て
存

し
る
し

在
す
る
の
で
あ
っ
て
︑
実
在
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
﹂

と
い
う
根
本
原
理
に
よ
っ
て
そ
う
な
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
病
気

は
象
徴
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
象
徴
の
原
因
た
る
﹁
念
﹂
を
変
え

し
る
し

し
る
し

れ
ば
︑
象
徴
た
る
病
気
が
消
え
る
の
で
す
︒
そ
れ
は
象
徴
で
あ

し
る
し

し
る
し

る
か
ら
⼀
つ
の
﹁
⽰
し
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
﹁
⽰
し
﹂
の
奥
に
は

﹁
念
の
具
象
化
の
法
則
﹂
が
あ
る
︑
天
理
教
の
い
わ
ゆ
る
﹁
理
﹂

が
あ
る
︒こ
の﹁
理
が
神
じ
ゃ
﹂と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
︑象
徴

し
る
し

は
神
⽰
と
も
⾔
え
る
の
で
す
︒
し
か
し
各
⼈
に
は
す
べ
て
こ
の

﹁
理
﹂
す
な
わ
ち
神
性
が
宿
っ
て
い
る
︑
そ
の
神
性
に
照
ら
し
︑

﹁
理
﹂
に
照
ら
し
て
⾃
分
の
⽋
点
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
は
ず

は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
︒
⾃
分
の
⽋
点
は
︑﹁
ひ
と
の
道
教
祖
﹂

よ
り
も
⾃
分
⾃
⾝
が
⼀
番
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
︒

だ
か
ら
ひ
と
の
道
教
祖
な
ど
か
ら
神
宣
と
い
う
厳
め
し
い
も
の

い
か

を
貰
っ
て
﹁
こ
れ
は
誰
に
も
⾒
せ
て
は
な
ら
ぬ
︑
⾒
せ
て
は
効

果
が
失
せ
る
︑
⼈
に
⾒
せ
ず
に
⾃
分
だ
け
が
黙
々
と
し
て
実
⾏

す
れ
ば
な
ん
じ
の
病
気
と
か
不
幸
と
か
は
治
る
﹂
と
⾔
わ
れ
て

か
ら
︑
そ
の
神
宣
と
い
う
も
の
を
⾒
る
と
感
⼼
す
る
︒﹁
な
る
ほ

ど
⾃
分
の
⼼
の
⽋
点
に
よ
く
合
っ
て
い
る
﹂
と
感
⼼
す
る
の
で

あ
り
ま
す
が
︑
そ
の
⼈
が
﹁
な
る
ほ
ど
︑
⾃
分
の
⽋
点
に
よ
く

合
っ
て
い
る
﹂
と
わ
か
る
の
は
︑
⾃
分
が
前
か
ら
⾃
分
の
⽋
点



を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
︒
⾃
分
の
⽋
点
と
い
う
も
の

を
⾃
分
が
ぜ
ん
ぜ
ん
知
ら
な
け
れ
ば
﹁
ひ
と
の
道
教
祖
﹂
の
御

神
宣
が
⾃
分
の
⽋
点
に
的
中
し
て
い
る
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な

い
は
ず
で
す
︒
学
校
の
先
⽣
で
も
︑
⾃
分
の
知
ら
ぬ
学
科
の
答

案
を
学
⽣
か
ら
出
さ
れ
て
も
︑
そ
の
答
案
が
合
っ
て
る
か
ま
ち

が
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
︑
学
⽣
の
答
案
が
正
し
い
と
わ
か

る
の
は
先
⽣
の
⽅
が
そ
の
学
科
を
よ
く
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

り
ま
す
︒
そ
れ
と
同
じ
く
﹁
ひ
と
の
道
教
祖
﹂
の
神
宣
が
正
し

い
︑
よ
く
⾃
分
の
⽋
点
に
合
っ
て
い
る
と
感
⼼
す
る
の
は
︑
ま

ず
そ
の
⼈
⾃
⾝
の
⽅
が
⾃
分
の
⽋
点
を
よ
く
知
っ
て
い
る
か
ら

で
す
︒
⾃
⾝
の
⽋
点
に
つ
い
て
は
⾃
分
⾃
⾝
の
⽅
が
先
⽣
で
あ

っ
て
︑
神
宣
は
答
案
で
あ
り
ま
す
︒﹁
⽣
⻑
の
家
﹂
で
は
⾃
分
⾃

⾝
を
尊
べ
と
⾔
う
の
で
あ
り
ま
す
が
︑
た
い
て
い
の
⼈
は
⾃
分

⾃
⾝
を
尊
ば
な
い
か
ら
失
敗
す
る
︒
た
と
え
ば
⾃
分
の
⽋
点
は

⾃
分
で
知
っ
て
い
な
が
ら
︑
そ
う
い
う
⽋
点
を
知
っ
て
い
る
﹁
尊

い
⾃
分
﹂
す
な
わ
ち
神
性
が
⾃
分
⾃
⾝
に
宿
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
は
少
し
も
尊
敬
し
な
い
で
︑
た
ま
た
ま
﹁
ひ
と
の
道
教

祖
﹂
と
い
う
よ
う
な
他
の
⼈
が
⾃
分
の
⽋
点
を
知
っ
て
い
た
ら
︑

そ
の
⼈
を
尊
敬
す
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
だ
か
ら
本
末
を
顚
倒
し

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
⼋
卦
⾒
と
か
予
⾔
者
と
か
い
う
も
の

が
来
て
︑﹁
あ
な
た
の
過
去
は
こ
う
で
あ
り
ま
す
﹂
と
⾔
わ
れ
る

と
﹁
よ
く
当
た
っ
た
﹂
と
感
⼼
す
る
が
︑﹁
⾃
分
は
⾃
分
の
過
去

を
知
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
こ
と
に
は
少
し
も
感
⼼
し
な
い

︱

⼈
間
は
妙
な
も
の
で
あ
り
ま
す
な
ア
︒
そ
れ
で
⾃
分
の
⽋
点
は

⾃
分
の
神
性
で
知
っ
て
い
な
が
ら
︑
そ
の
﹁
⾃
分
の
神
性
﹂
と

い
う
も
の
を
軽
蔑
し
て
い
る
か
ら
︑
た
い
て
い
の
⼈
は
⾃
分
で

気
づ
い
た
⽋
点
を
直
そ
う
と
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
︒
⾃
分
の

内
に
神
が
あ
る
︑
⾃
分
が
神
性
で
あ
る
︑
⾃
分
が
教
祖
で
あ
る
︒

こ
れ
が
分
か
ら
な
い
か
ら
︑
神
が
ほ
か
に
あ
る
よ
う
に
思
い
︑

神
性
が
ほ
か
に
あ
る
よ
う
に
思
い
︑
教
祖
が
ほ
か
に
あ
る
よ
う

に
思
い
︑
⾃
分
の
す
で
に
知
っ
て
い
る
こ
と
を
︑
他
の
教
祖
か

ら
知
ら
さ
れ
て
感
⼼
す
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
で
は
︑
こ
の
﹁
ひ

と
の
道
教
団
﹂
の
よ
う
な
教
え
は
不
必
要
か
と
申
し
ま
す
と
決

し
て
そ
う
で
は
な
い
︒
や
は
り
こ
う
い
う
教
え
も
要
る
の
で
あ

り
ま
す
︒﹁
⽣
⻑
の
家
﹂
は
究
竟
真
実
⼤
乗
の
教
え
で
あ
る
︑

く
ぎ
ょ
う

釈
迦
の
教
え
に
す
れ
ば
﹃
法
華
経
﹄
以
後
の
教
え
で
あ
っ
て
︑﹁
す

べ
て
の
⼈
間
が
神
の
⼦
で
あ
り
︑
す
べ
て
の
⼈
間
が
教
祖
で
あ

る
﹂
教
え
で
あ
り
ま
す
が
︑
そ
の
教
え
の
神
髄
に
達
す
る
以
前

の
⼈

︱
⾃
分
を
神
の
⼦
だ
と
尊
敬
で
き
な
い
⼈

︱
に
は
︑

依
頼
⼼
を
出
し
て
他
に
頼
る
︑
他
に
頼
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
他

か
ら
導
か
れ
て
⾃
分
の
⼼
の
⽋
点
を
直
す
よ
う
に
す
る
の
も
よ

い
の
で
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
⼩
学
︑
中
学
な
ど
の
学

習
は
教
師
の
指
導
に
よ
る
分
量
が
多
い
の
で
す
が
︑
⼤
学
以
上

に
な
る
と
⾃
⼰
⾃
⾝
の
発
⾒
︑
啓
発
が
︑
そ
の
主
な
る
学
課
に

な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
︒
だ
か
ら
︑
わ
た
し
は
﹁
ひ
と

の
道
﹂
を
悪
い
教
え
だ
と
⾔
わ
な
い
︑
⼩
学
校
は
悪
い
学
校
だ

と
⾔
え
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
は
善
い
教
え
で

あ
る
が
︑
い
つ
ま
で
も
︑
そ
ん
な
に
他
の
⼈
か
ら
出
て
来
る
神

宣
と
い
う
よ
う
な
も
の
ば
か
り
に
頼
っ
て
い
て
は
︑
い
つ
ま
で

も
⼩
学
⽣
で
い
る
の
と
同
じ
だ
︒
早
く
⼩
学
校
は
卒
業
し
て
︑

中
学
︑
⼤
学
へ
と
進
級
し
て
⾃
⼰
⾃
⾝
の
発
⾒
啓
発
そ
れ
⾃
⾝

を
御
神
宣
と
し
︑
そ
の
神
宣
を
尊
ん
で
実
⾏
す
る
よ
う
に
な
ら



な
け
れ
ば
︑
本
当
に
救
わ
れ
た
と
⾔
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
り

ま
す
︒﹁
ひ
と
の
道
教
団
﹂
か
ら
出
て
く
る
﹁
神
宣
﹂
と
い
う
も

の
は
︑
原
則
上
﹁
他
の
⼈
に
⾒
せ
て
は
な
ら
ぬ
﹂
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
︑
こ
れ
は
微
妙
な
信
者
⼼
理

を
摑
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
は
他
の
⼈
に
厳
秘
に
す

つ
か

げ
ん
ぴ

る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
⼀
般
に
⾒
せ
た
ら
︑
な
ん
じ
や
こ

ん
な
も
の
か
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
﹁
神
秘
感
﹂
と
厳
か
さ
と

を
添
え
る
︒
あ
の
⼈
は
﹁
神
宣
﹂
で
病
が
治
っ
た
と
⾔
う
が
︑

ど
ん
な
神
宣
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
他
の
⼈
に
⼊
教

を
誘
惑
す
る
︒
神
宣
の
内
容
が
他
の
⼈
に
は
不
明
で
あ
る
か
ら
︑

黙
々
と
そ
の
⼈
が
実
⾏
す
る
に
当
た
っ
て
︑
他
の
⼈
か
ら
冷
や

か
し
や
ら
︑
邪
魔
が
這
⼊
っ
て
来
な
い

︱
そ
こ
に
神
宣
と
い

は

い

う
も
の
の
魅
⼒
や
ら
効
果
や
ら
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
で
︑

そ
の
神
宣
の
内
容
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
⾔
い
ま
す
と
︑

﹁
⽣
⻑
の
家
﹂
へ
も
数
名
の
﹁
ひ
と
の
道
教
徒
﹂
が
お
⾒
え
に

な
り
ま
し
て
打
ち
明
け
て
話
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
︑

こ
ち
ら
か
ら
︑
病
気
の
容
体
と
か
家
庭
の
災
厄
の
状
況
な
ど
を

く
わ
し
く
書
い
て
︑
⽀
部
か
ら
本
部
へ
通
じ
ま
す
と
︑
そ
れ
に

対
し
て
神
宣
と
称
し
て
本
部
か
ら
来
る
の
で
す
が
︑
あ
る
胃
病

患
者
に
は
﹁
お
前
は
我
が
強
い
か
ら
我
を
な
く
せ
よ
︒
不
平
を

も
た
ぬ
よ
う
に
せ
よ
︒
⾷
物
を
よ
く
嚙
ん
で
⾷
え
﹂
と
い
う
よ

か

う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
た
そ
う
で
す
︒
こ
の
⼈
は
︑
そ
の
神

宣
が
⾺
⿅
ら
し
く
て
常
識
で
わ
か
る
こ
と
を
何
を
神
宣
だ
と
⾔

っ
て
い
る
︑
と
思
っ
て
実
⾏
せ
ら
れ
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
り
ま

す
︒
ま
た
あ
る
⼦
供
の
病
気
に
は
﹁
夫
婦
仲
よ
く
せ
よ
︑
妻
は

良
⼈
に
絶
対
服
従
せ
よ
﹂
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
っ

た
そ
う
で
す
︒
ま
た
あ
る
事
業
に
失
敗
し
た
⼈
に
は
﹁
今
を
⼤

切
に
せ
よ
︒
な
ん
じ
は
尻
が
重
い
︒
⾃
分
は
じ
っ
と
し
て
い
て
︑

ど
う
に
か
な
る
な
ど
と
考
え
て
い
る
が
も
っ
と
尻
軽
に
働
か
ね

ば
な
ら
ぬ
﹂
な
ど
と
書
い
て
あ
っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
︒
ま
こ

と
に
こ
れ
ら
は
善
い
神
宣
で
あ
り
ま
す
が
︑﹁
⽣
⻑
の
家
﹂
へ
来

て
聖
典
﹃
⽣
命
の
實
相
﹄
を
読
み
︑
⽣
⻑
の
家
の
⽣
き
⽅
に
照

ら
し
て
み
ま
す
と
︑
す
べ
て
⾃
分
⾃
⾝
で
わ
か
る
こ
と
で
あ
り

ま
し
て
︑
何
も
他
に
頼
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
︒
た
だ
︑

⾃
分
で
わ
か
っ
た
こ
と
は
神
⽰
と
思
わ
ず
︑
軽
蔑
し
て
実
⾏
せ

ず
︑
某
某
教
祖
か
ら
⽰
さ
れ
た
神
宣
だ
と
い
う
と
あ
り
が
た
が

ぼ
う
ぼ
う

っ
て
実
⾏
す
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
が
愚
か
な
⼈
間
の
弱
点

で
あ
り
ま
す
か
ら
︑﹁
⽣
⻑
の
家
﹂
で
も
対
機
説
法
で
神
宣
を
送

っ
て
病
気
を
治
し
た
例
も
あ
り
ま
す
︒
だ
が
こ
れ
は
無
制
限
に

は
し
な
い
︒
仮
に
某
教
団
に
⼗
万
の
信
徒
が
あ
っ
て
そ
の
⼀
割

が
︑
教
祖
に
神
宣
を
乞
う
と
し
ま
す
と
⼀
万
で
あ
り
ま
す
が
︑

⼀
万
通
の
質
問
状
を
読
む
だ
け
で
も
⼀
⼈
の
教
祖
と
も
う
数
⼈

の
教
祖
補
佐
だ
け
ぐ
ら
い
で
は
⾜
り
な
い
︒
今
は
そ
れ
ほ
ど
多

勢
の
信
徒
も
質
問
状
も
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ぬ
が
︑
や
が
て
信

徒
が
殖
え
て
︑
そ
う
い
う
多
く
の
数
に
な
っ
た
と
し
ま
す
と
︑

決
し
て
教
祖
が
い
ち
い
ち
神
宣
を
下
し
て
い
る
暇
が
な
い
︒
で
︑

そ
う
い
う
場
合
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
︑﹁
お
み
く
じ
﹂
の
よ
う

に
︑
胃
病
に
は
こ
れ
︑
肺
病
に
は
こ
れ
と
念
の
象
徴
化
の
法
則

に
合
う
こ
と
を
予
め
書
い
て
お
い
て
そ
れ
を
係
り
の
⼈
が
神
宣

と
称
し
て
信
徒
に
下
げ
る
こ
と
に
す
る
の
で
す
︒
で
︑
た
い
て

い
そ
う
い
う
場
合
の
神
宣
の
内
容
は
⼀
般
に
誰
に
で
も
通
⽤
す

る
こ
と
で
︑
そ
れ
で
治
る
の
で
あ
り
ま
す
︒﹁
お
前
は
我
が
強
い
﹂



と
⾔
わ
れ
て
も
﹁
我
﹂
の
強
く
な
い
⼈
間
は
ほ
と
ん
ど
な
い
か

ら
︑﹁
よ
く
当
た
る
！
﹂
と
感
⼼
す
る
︒
ど
ん
な
仲
の
善
い
夫
婦

で
も
︑
時
に
は
夫
婦
喧
嘩
を
す
る
︑
そ
う
い
う
場
合
に
⼦
供
が

病
気
に
な
る
︑
夫
婦
和
合
し
て
⼦
供
が
治
る
の
は
﹁
⽣
⻑
の
家
﹂

の
説
く
と
こ
ろ
で
す
︒﹁
⽣
⻑
の
家
﹂
で
は
︑
今
を
⽣
か
せ
！

成
功
の
道
だ
︑
と
切
実
に
常
に
書
い
て
あ
る
︑
皆
神
宣
で
す
︒

先
⽇
も
東
京
か
ら
来
ら
れ
た
松
本
さ
ん
が
﹁
今
﹂
と
い
う
⼀
字

を
⼤
き
く
揮
毫
し
て
く
れ
と
お
頼
み
に
な
っ
て
︑
書
い
て
差
し

き
ご
う

上
げ
た
︒
こ
れ
も
神
宣
で
あ
り
ま
す
︒﹁
⽣
⻑
の
家
﹂
で
は
聖
典

﹃
⽣
命
の
實
相
﹄
や
毎
⽉
の
﹃
⽣
⻑
の
家
﹄
が
こ
と
ご
と
く
神

宣
で
す
か
ら
そ
れ
を
お
読
み
に
な
り
︑
そ
れ
に
照
ら
し
て
⾃
分

の
⾔
⾏
を
反
省
し
て
ご
ら
ん
に
な
れ
ば
︑
⾃
分
の
⽋
点
や
⼼
得

違
い
と
い
う
も
の
は
⾃
分
で
わ
か
り
︑
⾃
分
⾃
⾝
が
教
祖
と
な

り
︑
⾃
分
の
⽋
点
に
対
し
て
⾃
分
が
神
宣
を
下
し
う
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
し
か
し
︑
と
も
か
く
︑
近
ご
ろ

﹁
ひ
と
の
道
教
団
﹂
と
い
う
よ
う
な
新
し
い
宗
教
団
体
が
頭
⾓

を
あ
げ
て
﹁
病
気
も
環
境
も
わ
が
⼼
の
影
﹂
と
い
う
⽣
⻑
の
家

所
説
の
真
理
を
︑
神
宣
と
い
う
厳
か
な
名
に
よ
っ
て
信
者
に
単

純
な
⽅
法
で
実
証
さ
せ
て
い
る
の
は
⼤
変
結
構
な
神
の
摂
理
だ

と
思
い
ま
す
︒
た
だ
︑
そ
う
い
う
教
え
に
頼
る
信
者
の
常
と
し

て
︑
⼀
に
も
神
宣
︑
⼆
に
も
神
宣
︑
三
に
も
神
宣
と
︑
他
か
ら

の
神
宣
ば
か
り
を
頼
る
こ
と
に
な
り
︑
や
れ
蜂
が
螫
し
た
か
ら

神
宣
を
貰
お
う
︑
蚊
が
螫
し
た
か
ら
神
宣
を
貰
お
う
︑
臑
に
傷

が
で
き
た
か
ら
神
宣
を
貰
お
う
︑
腹
が
痛
い
か
ら
神
宣
を
貰
お

う
と
い
う
よ
う
に
︑
年
か
ら
年
中
︑
な
ん
で
も
彼
で
も
神
宣
に

か

頼
っ
て
⾃
主
独
⽴
の
⽣
き
⽅
を
失
う
よ
う
に
な
る
危
険
が
あ
り

ま
す
の
で
︑
そ
う
い
う
教
団
に
⼊
り
︑
環
境
も
病
気
も
わ
が
⼼

の
影
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
ら
︑
も
う
い
つ
ま
で
も
⼀
⼈

⽴
ち
の
で
き
ぬ
⼦
供
の
よ
う
に
御
神
宣
ば
か
り
に
頼
っ
て
い
て

は
な
ら
ぬ
︒
本
当
の
救
い
に
あ
ず
か
る
と
い
う
こ
と
は
い
つ
ま

で
も
⼀
⼈
⽴
ち
の
で
き
ぬ
⼈
間
に
な
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
︒

さ
ら
に
⼀
歩
を
進
め
て
︑﹁
⽣
⻑
の
家
﹂
的
に
⾃
主
独
⽴
の
精
神

に
⽴
ち
か
え
り
︑
ひ
と
り
⽴
ち
し
て
︑
⾃
分
⾃
⾝
が
神
で
あ
り

教
祖
で
あ
り
︑
他
か
ら
の
御
神
宣
よ
り
も
⾃
分
の
御
神
宣
が
⾃

分
を
⼀
番
よ
く
知
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
だ
き

た
い
の
で
あ
り
ま
す
︒
だ
か
ら
ひ
と
の
道
教
団
の
教
え
が
⽣
⻑

し
て
く
れ
ば
当
然
﹁
⽣
⻑
の
家
﹂
に
な
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
り
ま
す
︒

第
五
章

種
々
の
宗
教
問
題
に
答
う

⼀
︑
久
遠
実
相
の
世
界
に
つ
い
て

上
沢

︱
何
に
遇
っ
て
も
恐
れ
な
い
無
畏
怖
の
境
地
に
⼊
り
た
い

む

い

ふ

と
思
う
の
で
す
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
の
⼼
得
と
い
う
よ
う
な
も

の
を
承
ら
し
て
い
た
だ
き
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒

⾕
ロ

︱
神
が
創
造
せ
ら
れ
た
久
遠
実
相
の
世
界
︑
こ
の
世
界
の

く
お
ん

実
相
の
み
を
観
る
よ
う
に
し
て
︑
移
り

変
わ
る
現
象
世
界
を

実
在
と
⾒
な
い
で
︑
仮
の
相
︑
⾮
実
在
と
観
ず
る
の
で
す
︒
そ

う
す
る
と
⼼
が
現
象
世
界
の
変
転
に
捉
え
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
︒

久
遠
実
相
の
世
界
の
み
が
実
在
の
世
界
で
す
か
ら
︑
そ
の
ほ
か

の
も
の
の
変
化
に
⼼
を
動
ず
る
こ
と
は
要
ら
な
い
の
で
す
︒



上
沢

︱
久
遠
実
相
の
世
界
と
は
︑
い
か
な
る
世
界
の
こ
と
で
あ

り
ま
す
か
︑
こ
れ
を
外
の
⾔
葉
で
⾔
え

ば
︑
神
界
霊
界
と
い

う
ほ
ど
の
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
か
︒

⾕
ロ

︱
久
遠
実
相
の
世
界
と
い
う
の
は
︑
神
界
霊
界
と
い
う
よ

う
な
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
た
ん
に

﹁
実
相
の
世
界
﹂
と

⾔
っ
て
よ
ろ
し
い
の
で
あ
り
ま
す
︒﹁
久
遠
﹂
と
い
う
の
は
︑
⽣

滅
常
な
き
現
象
世
界
に
対
し
て
︑
永
遠
不
壊
の
実
相
世
界
を
形

ふ

え

容
し
た
の
で
あ
り
ま
す
︒﹁
実
相
世
界
﹂
を
霊
界
の
こ
と
だ
と
思

う
⼈
が
あ
り
ま
す
が
︑
霊
界
と
い
う
の
は
現
象
界
の
⼀
部
で
霊

魂
の
住
む
世
界
で
あ
り
ま
し
て
︑
そ
こ
に
は
迷
え
る
苦
悶
せ
る

亡
者
の
霊
魂
も
お
り
ま
す
が
︑﹁
実
相
世
界
﹂
と
は
神
の
創
造
り

つ

く

給
う
た
ま
ま
の
完
全
さ
が
今
も
永
遠
に
続
い
て
い
る
世
界
で
あ

り
ま
し
て
︑
現
象
世
界
の
奥
に
と
⾔
お
う
か
︑
内
⾯

に
と
⾔

お
う
か
︑
背
後
に
と
⾔
お
う
か
︑
今
も
実
在
し
て
い
る
の
で
あ

り
ま
し
て
︑
こ
の
実
相
の
世
界
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
す

べ
て
⾄
妙
に
︑
あ
ら
ゆ
る
も
の
す
べ
て
⾄
美
に
︑
あ
ら
ゆ
る
も

し
み
ょ
う

し

び

の
す
べ
て
完
全
に
︑
い
っ
さ
い
の
も
の
す
べ
て
神
の
創
造
せ
る

ま
ま
に
︑
神
の
無
限
知
と
無
限
愛
と
無
限
⽣
命
と
無
限
能
⼒
と

を
体
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
︒

上
沢

︱
こ
の
お
⾔
葉
の
由
っ
て
⽣
ま
る
る
根
拠
と
も
い
う
べ
き

よ

も
の
を
拝
承
い
た
し
た
い
と
思
い
ま

す
︒
ど
う
も
そ
う
⾔
わ

れ
ま
し
て
も
︑
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
﹁
実
相
﹂
の
世
界
を
⽬
に
⾒

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
︒

⾕
⼝

︱
﹁
実
相
世
界
﹂
は
五
官
に
触
れ
た
り
︑
六
感
に
観
え
た

り
す
る
世
界
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
︑
⽴
論
の
根
拠
を
︑
⽬
に

⾒
え
る
も
の
を
持
っ
て
き
て
︑
こ
れ
は
こ
う
で
あ
る
か
ら
︑
実

相
世
界
に
存
在
す
る
も
の
は
美
し
い
と
か
完
全
で
あ
る
と
か
申

す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
︒
た
だ
わ
れ
わ
れ
が
﹁
実
相
世
界
﹂

と
い
う
完
全
な
世
界
の
存
在
を
知
る
の
は
︑
実
相
覚
と
い
う
⼀

さ

と

り

種
の
霊
覚
に
よ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
︑
こ
の
悟
り
が
天
徠
の
光

て
ん
ら
い

線
の
よ
う
に
降
っ
て
来
る
の
で
︑﹁
実
相
﹂
の
存
在
と
い
う
こ
と

が
パ
ー
ッ
と
明
る
く
な
る
の
で
わ
か
る
の
で
す
︒
た
と
え
て
み

ま
す
と
︑
現
象
界
は
暗
の
世
界
で
す
か
ら
︑
暗
を
⼿
捜
り
で
探

や
み

て
さ
ぐ

っ
て
み
て
も
実
相
の
有
様
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
︒
⼤
体
そ
の

⼿
触
り
か
ら
⾒
当
を
つ
け
る
⼈
も
あ
り
ま
す
︒
た
と
え
ば
現
象

界
の
い
ろ
い
ろ
の
法
則
の
整
然
た
る
こ
と
や
天
体
の
運
⾏
の
誤

り
な
き
こ
と
や
︑
植
物
の
種
⼦
に
宿
っ
て
い
る
⽣
命
の
発
芽
と

た

ね

い
う
こ
と
や

︱
い
ろ
い
ろ
現
象
界
の
事
柄
か
ら
総
合
結
論
し

て
実
相
世
界
の
存
在
と
い
う
こ
と
を
帰
納
す
る
賢
者
は
あ
り
ま

き
の
う

す
が
︑
現
象
界
の
事
実
か
ら
⾒
て
の
結
論
は
ま
だ
実
相
覚
と
い

う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
︒
実
相
の
扉
を
ひ
ら
い
て
実
相
を

知
る
最
も
簡
単
な
る
鍵
は
神
想
観
を
な
し
て
︑
存
在
の
実
相
と

⾃
⼰
⽣
命
の
実
相
と
を
正
観
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒

上
沢

︱
﹁
実
相
の
扉
を
ひ
ら
い
て
実
相
を
知
る
に
は
﹂
た
だ
神

想
観
を
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
︒

⾕
ロ

︱
﹁
実
相
﹂
を
知
る
に
は
前
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
︑
現

象
界
を
暗
中
摸
索
し
て
︑
そ
れ
か
ら
結

論
を
下
し
て
い
る
だ

け
で
は
︑
頭
脳
の
知
恵
で
知
っ
た
だ
け
で
︑
実
相
を
悟
っ
た
と

は
⾔
え
な
い
の
で

す
︒
実
相
を
覚
る
に
は
ど
う
し
て
も
神
想

観
を
し
て
存
在
の
実
相
と
︑
⾃
⼰
⽣
命
の
実
相
と
を
正
観
す

る
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
︒

上
沢

︱
﹁
存
在
の
実
相
と
⾃
⼰
⽣
命
の
実
相
と
を
正
観
す
る
﹂



と
申
し
ま
す
と
？

⾕
ロ

︱
存
在
に
は
実
相
と
仮
相
と
が
あ
る
の
で
す
︒
仮
相
と
い

う
の
は
現
象
の
こ
と
で
す
︒
現
象
と
い

う
の
は
存
在
す
る
よ

う
に
⾒
え
て
も
本
当
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
︑
時
々

じ

じ

刻
々
瞬

々
移
り
変
わ
っ
て
い
る
の
で
す
︒
そ
の
移
り
変
わ
る

こ
く
こ
く
し
ゅ
ん
し
ゅ
ん

も
の
を
⾒
つ
め
て
い
て
も
捉
え
ど
こ
ろ
が
な
い
か
ら
︑
移
り
変

わ
る
現
象
を
観
る
こ
と
を
⽌
め
て
望
遠
鏡
で
視
⼒
を
集
め
て
天

を
覗
く
よ
う
に
︑
⼼
の
視
⼒
を
集
め
て
実
相
を
正
観
す
る
よ
う

に
す
る
の
で
す
︒
こ
れ
が
神
想
観
で
あ
り
ま
し
て
︑
神
想
観
に

よ
っ
て
わ
れ
ら
が
⼼
の
⽅
向
を
⼀
転
し
て
存
在
の
実
相
を
正
観

し
ま
す
と
︑
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
奥
の
奥
に
横
た
わ
る
円
満
具
⾜

の
本
質
を
悟
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
︒

上
沢
︱
こ
こ
に
お
っ
し
ゃ
る
﹁
あ
ら
ゆ
る
存
在
﹂
と
は
︑﹁
あ
ら

ゆ
る
⼈
︑
物
︑
事
﹂
と
解
し
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
︒

⾕
ロ

︱
そ
う
で
す
︒
あ
ら
ゆ
る
⼈
︑
物
︑
事
に
も
仮
相
と
実
相

と
が
あ
る
︑
そ
れ
で
常
に
⼈
に
対
し
事

に
対
し
物
に
対
し
︑
仮
相
の
不
完
全
な
姿
を
⾒
な
い
よ
う
に
し
︑

円
満
具
⾜
の
本
質
を
⾒
る
よ
う
に
す
る
の
が
い
い
の
で
す
︒

上
沢
︱
﹁
円
満
具
⾜
の
本
質
﹂
と
は
︑﹁
神
性
﹂
と
い
う
よ
う
な

意
味
で
し
ょ
う
か
︒

⾕
ロ

︱
そ
う
で
す
︒
神
性
と
い
っ
て
も
仏
性
と
い
っ
て
も
よ
ろ

し
い
︒⼀
切
衆
⽣
仏
性
あ
り
と
釈
迦

は
⾔
わ
れ
ま
し
た
が
︑

し
ゅ
じ
ょ
う
ぶ
っ
し
ょ
う

⽣
け
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
︑
い
っ
さ
い
の
物
事
の
奥
に
も
実

相
が
あ
り
円
満

具
⾜
の
本
質
が
あ
る
の
で
す
︒
こ
の
実
相
は

五
官
や
六
感
で
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
実
相
覚
で
直

覚

す
る
ほ
か
は
な
い
の
で
す
︒

上
沢

︱
﹁
実
相
覚
で
直
感
す
る
﹂
と
⾔
わ
れ
る
︑
そ
の
意
味
を

く
わ
し
く
お
教
え
下
さ
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
︒

⾕
ロ

︱
実
相
の
み
が
実
相
を
知
る
︑
五
官
は
感
覚
的
事
物
の
み

を
知
る
︑
こ
れ
は
類
の
波
⻑
が
類
の
波

⻑
を
感
知
す
る
の
で

あ
り
ま
し
て
︑
こ
れ
に
は
感
覚
的
事
物
を
追
い
廻
し
て
い
た
ら
︑

実
相
の
波
⻑
と
︑

感
覚
的
事
物
の
波
⻑
と
が
混
信
し
て
︑
不

完
全
な
ラ
ジ
オ
機
械
が
⼆
重
放
送
を
分
解
し
え
な
い
よ
う
に

実
相
を
分
離
し
て
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
か
ら
︑

し
ば
ら
く
五
官
を
蕩
尽
し
て
実
相
に

⾃
分
の
全
存
在
を
委
ね

と
う
じ
ん

る
の
で
す
︒
す
る
と
﹁
⾃
分
の
実
相
﹂
が
直
接
﹁
存
在
の
実
相
﹂

に
触
れ
⽣
命
の
実
相
に
触
れ
︑
充
た
さ
れ
︑
ま
た
そ
れ
に
と
り

囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
直
接
体
験
と
し
て
悟
得
す
る
の
で
す
︒

ご
と
く

こ
れ
が
本
当
の
悟
り
で
あ
り
ま
す
︒

上
沢

︱
先
⽣
が
﹁
存
在
の
実
相
﹂
と
か
﹁
⽣
命
の
実
相
﹂
と
か

お
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
は
⾔
葉
の
ア
ヤ
で
同
じ
こ
と
を
別
の
⾔
葉

で
お
っ
し
ゃ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
︒
そ
れ
と
も
全
然
別
の
意

味
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
か
︒

⾕
ロ

︱
﹁
存
在
の
実
相
﹂
と
い
う
の
は
﹁
モ
ノ
ソ
ノ
モ
ノ
の
本

当
の
ス
ガ
タ
﹂
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
り
ま
す
︒
万
物
の
実

相
と
⾔
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
︒
わ
れ
わ
れ
の
五
官
で
⾒
る
世

界
は
﹁
モ
ノ
ソ
ノ
モ
ノ
の
ホ
ン
ト
ノ
ス
ガ
タ
﹂
で
は
な
い
こ
と

は
す
で
に
説
明
し
た
と
お
り
で
あ
っ
て
︑
い
ろ
い
ろ
不
愉
快
な

事
物
や
事
件
な
ど
が
現
象
界
に
起
こ
っ
て
い
る
の
は
︑
本
当
に

そ
ん
な
事
物
や
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
︑
わ
れ
わ

れ
の
念
で
賦
彩
し
て
︑
不
快
で
な
い
幸
福
な
事
物
事
件
を
︑
そ

い
ろ
ず
け

う
い
う
不
快
な
出
来
事
の
よ
う
に
⾒
せ
て
い
る
の
で
す
︒
た
と



え
ば
﹁
⽣
活
難
﹂
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
も
︑﹁
実
相
の
⼈
間
﹂

に
は
⽣
活
難
は
な
い
の
で
す
が
︑
実
際
な
い
と
こ
ろ
の
⽣
活
難

を
現
象
の
上
で
は
﹁
念
の
⼒
﹂
で
仮
創
造
し
て
い
る
の
で
す
が
︑

そ
れ
は
現
象
世
界
の
こ
と
で
あ
っ
て
︑
実
相
界
に
は
そ
ん
な
⽣

活
難
は
な
い
の
で
す
︒
そ
れ
で
わ
れ
わ
れ
は
﹁
存
在
の
実
相
﹂

を
⾒
︑
す
な
わ
ち
﹁
モ
ノ
ソ
ノ
モ
ノ
の
ホ
ン
ト
の
ス
ガ
タ
﹂
を

⾒
る
よ
う
に
し
て
︑
そ
こ
か
ら
⾃
然
法
爾
に
動
き
出
せ
ば
︑
⽣

じ
ね
ん
ほ
う
に

活
難
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
消
え
て
し
ま
う
の
で
す
︒
す
な
わ

ち
わ
れ
ら
は
︑
存
在
の
実
相
の
完
全
さ
を
如
実
に
現
象
界
に
あ

ら
わ
す
こ
と
に
な
り
︑
⾃
⼰
が
﹁
神
﹂
な
る
⼈
間
本
来
の
実
相

を
そ
の
ま
ま
現
象
の
世
界
に
も
完
全
に
あ
ら
わ
す
こ
と
と
な
る

の
で
す
︒
そ
れ
で
は
﹁
存
在
の
実
相
﹂
と
は
同
⼀
意
味
で
あ
る

か
と
申
し
ま
す
と
︑
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
﹁
⽣
命
﹂
で
あ

る
と
い
う
意
味
か
ら
申
し
ま
す
と
︑﹁
存
在
の
実
相
﹂
と
い
う
⾔

葉
も
﹁
⽣
命
の
実
相
﹂
と
い
う
⾔
葉
も
結
局
同
⼀
意
味
に
な
る

の
で
あ
り
ま
す
が
︑﹁
存
在
の
実
相
﹂
と
い
う
語
は
お
お
む
ね
⼈

間
を
離
れ
て
の
事
物
事
件
環
境
周
囲
な
ど
の
実
相
と
い
う
意
味

に
⽤
い
︑﹁
⽣
命
の
実
相
﹂
と
い
う
⾔
葉
は
⼈
間
の
本
質

︱
本

当
の
⼈
間
の
実
相

︱
ひ
い
て
は
﹁
⼤
⽣
命
す
な
わ
ち
わ
が
⽣

命
な
り
﹂
の
⾃
覚
に
⽴
ち
ま
す
と
︑﹁
⽣
命
の
実
相
﹂
と
は
天
地

に
満
つ
る
⼤
⽣
命
の
実
相
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
⽤
い
ま
す
︒

そ
れ
で
︑
⼈
間
が
わ
が
周
囲
の
存
在
物
の
実
相
の
完
全
な
相
を

す
が
た

常
に
観
る
よ
う
に
し
ま
す
と
︑
周
囲
が
⾃
分
の
念
で
光
明
化
さ

れ
て
き
ま
す
か
ら
︑
わ
が
周
囲
に
は
不
完
全
な
相
や
︑
⽋
乏
の

す
が
た

状
態
が
現
実
に
⾒
ら
れ
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
す
︒
要
す
る
に

神
の
創
造
り
給
え
る
﹁
実
相
世
界
﹂
に
は
不
完
全
や
不
幸
は
な

い
の
で
す
か
ら
そ
の
⼈
の
周
囲
に
不
完
全
な
状
態
︑
⽋
乏
の
状

態
等
が
あ
る
の
は
︑
そ
の
⼈
の
﹁
念
﹂
が
賦
彩
し
て
︑﹁
実
在

い
ろ
ず
け

の
完
全
な
る
実
相
﹂
を
歪
め
て
現
象
化
し
た
の
で
す
か
ら
︑
わ

れ
わ
れ
が
﹁
念
﹂
を
浄
め
て
実
相
の
み
を
⾒
る
よ
う
に
す
る
と

環
境
は
幸
福
と
な
り
︑
⾁
体
の
⽅
か
ら
⾔
っ
て
も
︑
わ
れ
ら
が

常
に
﹁
実
在
の
完
全
な
る
実
相
﹂
を
意
識
す
る
と
き
全
細
胞
に

滲
透
し
て
い
る
念
は
健
全
と
な
り
絶
対
健
康
の
観
念
は
つ
い
に

し
ん
と
う

わ
れ
ら
の
全
細
胞
全
組
織
を
改
造
す
る
に
到
る
の
で
す
︒

上
沢
︱
こ
こ
に
⾔
わ
れ
る
﹁
実
在
の
完
全
な
る
実
相
﹂
と
は
﹁
神

の
完
全
な
る
実
相
﹂
と
解
し
て
よ
ろ
し
い
か
あ
る
い
は
﹁
実
在

の
世
界
に
在
る
︑
⾃
⼰
⽣
命
の
完
全
な
る
相
﹂
と
解
す
る
⽅
が

す
が
た

適
正
で
あ
り
ま
す
か
︒

⾕
ロ

︱
﹁
実
在
の
完
全
な
る
実
相
﹂
と
わ
た
し
が
申
し
ま
し
た

る
そ
の
﹁
実
在
﹂
と
い
う
意
味
は
﹁
本
当
に
ア
ル
も
の
﹂
と
概
括

が
い
か
つ

し
て
考
え
て
よ
ろ
し
い
︒﹁
神
の
み
が
実
在
で
あ
る
﹂
と
い
う
⽴

場
か
ら
ゆ
き
ま
す
と
︑﹁
実
在
の
完
全
な
る
実
相
﹂
と
は
﹁
神
の

完
全
な
る
実
相
﹂
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
︒
⼈
間
⾃
⾝
に

と
っ
て
⾔
え
ば
︑﹁
実
在
の
完
全
な
る
実
相
﹂
と
は
︑﹁
実
相
⼈

間
の
完
全
な
る
実
相
﹂
の
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
こ
の
実
相
の
⼈

間
す
な
わ
ち
⼈
間
本
来
の
⾯
⽬
と
い
う
も
の
は
常
に
健
全
を
離

れ
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
︒
今
︑
現
に
⾁
体
が
病
気
し

て
い
て
も
︑
実
相
の
⼈
間
は
病
気
で
は
な
い
の
で
す
︒

上
沢

︱
そ
の
病
気
し
て
い
て
も
病
気
で
な
い
﹁
実
相
の
⼈
間
﹂

と
は
︑﹁
霊
と
し
て
の
⼈
間
﹂
あ
る
い
は
︑﹁
⽣
命
と
し
て
の
⼈

間
﹂
と
解
し
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
︒

⾕
ロ

︱
﹁
霊
と
し
て
の
⼈
間
﹂
と
い
っ
て
も
︑
混
同
し
や
す
い



⾔
葉
に
な
り
ま
す
︒﹁
霊
﹂
と
い
う
語
は
﹁
普
遍
霊
﹂
と
い
う
意

味
に
も
︑﹁
個
別
霊
﹂
と
い
う
意
味
に
も
⽤
い
ま
す
︒﹁
個
別
霊
﹂

と
い
っ
て
も
﹁
実
相
の
個
性
⽣
命
﹂
と
﹁
仮
相
の
個
性
⽣
命
﹂

と
を
分
け
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
︒﹁
実
相
の
個
性
⽣
命
﹂
は
﹁
神
の

⼦
﹂
そ
の
も
の
︑﹁
仏
⼦
﹂
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
が
︑﹁
仮
相

の
個
性
⽣
命
﹂
と
は
い
わ
ゆ
る
﹁
迷
っ
て
い
る
霊
﹂﹁
亡
者
の
霊

魂
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
だ
か
ら
︑
た
ん
に
﹁
霊
と
し

て
の
⼈
間
﹂
と
い
う
だ
け
で
は
︑﹁
亡
者
の
霊
魂
﹂
や
ら
﹁
実
相

の
個
性
⽣
命
﹂
や
ら
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
︒﹁
実

相
の
⼈
間
﹂
と
い
う
の
は
﹁
実
相
の
個
性
⽣
命
﹂
と
い
う
意
味

で
あ
り
ま
し
て
︑
神
に
創
造
ら
れ
た
そ
の
ま
ま
の
本
物
の
完
全

つ

く

な
個
性
⽣
命
の
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
﹁
念
﹂

が
正
念
で
あ
っ
て
︑
神
に
創
造
ら
れ
た
そ
の
ま
ま
の
⼈
間
の
実

つ

く

相
を
完
全
に
う
つ
し
出
す
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
︑

⼈
間
の
⽣
命
は
実
相
の
世
界
か
ら
真
っ
直
に
直
射
し
て
来
て
︑

本
来
の
⾃
由
⾃
在
な
⼈
間
本
性
が
完
全
に
現
象
世
界
に
投
影
せ

ら
れ
︑
現
在
世
界
に
完
全
な
⾃
由
⼈
が
で
き
上
が
る
の
で
あ
り

ま
す
︒
現
象
世
界
と
申
す
も
の
は
﹁
⽣
⻑
の
家
﹂
の
思
想
に
よ

り
ま
す
と
︑﹁
念
﹂
に
よ
っ
て
﹁
実
相
世
界
﹂
が
投
影
せ
ら
れ
た

複
製
の
世
界
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
し
て
︑
こ
の
複
製

の
世
界
が
﹁
現
物
の
世
界
﹂︵
す
な
わ
ち
実
相
の
世
界
︶
に
完
全

に
似
て
く
る
と
︑
こ
の
複
製
の
世
界
︵
現
象
世
界
︶
が
実
相
世

界
そ
の
ま
ま
に
完
全
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
こ
の
現
象
世
界

と
い
う
複
製
の
世
界
を
現
像
す
る
た
め
の
レ
ン
ズ
が
わ
れ
わ
れ

の
﹁
念
﹂
で
あ
っ
て
︑
念
の
レ
ン
ズ
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
が
念

々
﹁
存
在
の
実
相
﹂
を
⾃
覚
し
﹁
神
﹂
な
る
⾃
⼰
⽣
命
の
実
相

を
描
い
て
︑
活
き
る
と
き
︑
わ
れ
ら
の
念
は
曇
り
な
く
完
全
な

複
製
⽤
レ
ン
ズ
と
な
る
わ
け
で
す
︒
し
た
が
っ
て
⾃
⼰
の
現
実

⼈
間
は
完
全
に
神
な
る
⼈
間
本
来
の
実
相
を
う
つ
し
出
す
こ
と

に
な
る
の
で
す
︒
こ
こ
に
環
境
も
幸
福
︑
⾁
体
も
健
康
な
﹁
⾁

体
⼈
間
﹂︵
実
相
⼈
間
の
完
全
な
複
製
︶
が
で
き
上
が
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
り
ま
す
︒

九
︑
霊
⼭
霊
地
の
霊
験
に
つ
い
て

⾕
ロ

︱
霊
地
霊
⼭
等
に
は
そ
こ
を
中
⼼
に
し
て
衆
⽣
済
度
に
当

た
っ
て
い
る
霊
界
の
諸
霊
た
ち
の
⼀

群
が
棲
ん
で
い
る
も
の

で
あ
り
ま
す
︒
あ
な
た
の
⾔
わ
れ
る
よ
う
な
⼼
霊
現
象
は
こ
れ

ら
の
諸
霊
た
ち

が
︑
済
度
の
⽅
便
と
し
て
⾏
な
う
の
で
あ
り

ま
す
︒
こ
う
い
う
現
象
は
物
理
的
⼼
霊
現
象
︵Psycho

-phy
sical

phenom
ena

︶
と
申
し
ま
し
て
︑
実
験
室
で
も
時
と
し

て
出
現
し
う
る
現
象
で
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
宇
宙
普
遍
神
の
神

罰
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
個
別
的
⼈
格
を
有

す
る
あ
る
霊
魂

の
作
⽤
の
あ
ら
わ
れ
に
す
ぎ
ま
せ
ん
︒
宗
教

的
欲
求
か
ら
霊
地
を
巡
礼
す
る
と
い
う
習
慣
は
古
来
か
ら
あ
り
︑

ま
た
現
在
も
あ
り
ま
す
が
︑
こ
れ
は
本
当
は
正
し
い
宗
教
的
要

求
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
奇
跡
を
喜
び
︑
霊
験
を
歓
ぶ
の
は
本
当

の
宗
教
的
要
求
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
︒
奇
跡
と
い
い
霊
験

と
い
う
の
は
現
象
界
の
利
益
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
そ
う
い
う
現

象
界
の
利
益
を
求
め
る
の
は
︑
⼀
つ
に
は
怪
異
に
対
す
る
好
奇

か
い
い

⼼
で
あ
り
︑
⼀
つ
に
は
異
常
能
⼒
に
対
す
る
⼈
間
の
憧

憬
で

し
ょ
う
け
い



あ
り
︑
ま
た
⼀
つ
に
は
⼈
間
以
上
に
異
常
能
⼒
あ
る
何
物
か
に

頼
っ
て
物
質
的
利
益
を
得
ん
と
す
る
⼼
で
あ
り
ま
す
︒
そ
の
よ

う
な
も
の
を
求
め
る
⼼
は
本
当
の
宗
教
的
信
仰
と
は
⾔
え
な
い

の
で
あ
り
ま
し
て
︑
あ
た
り
ま
え
の
⽣
活
の
中
に
神
が
顕
わ
れ

て
い
る
の
が
あ
り
が
た
い
と
い
う
よ
う
に
な
る
の
が
本
当
の
宗

教
的
信
仰
で
あ
り
ま
す
︒
四
国
地
⽅
は
古
来
か
ら
各
種
の
﹁
霊
﹂

の
巣
窟
と
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
︑
弘
法
⼤
師
の

そ
う
く
つ

巡

錫
以
来
︑
物
理
的
⼼
霊
現
象
の
さ
か
ん
な
る
⼟
地
で
あ
り

じ
ゅ
ん
し
ゃ
く

ま
す
︒
弘
法
⼤
師
の
あ
ら
わ
し
た
奇
跡
的
霊
験
は
い
か
に
し
て

あ
ら
わ
さ
れ
た
か
は
存
じ
ま
せ
ん
が
︑
⻄
洋
の
物
理
的
⼼
霊
現

象
の
霊
媒
に
は
厳
重
に
両
⼿
両
⾜
を
緊
縛
さ
れ
た
ま
ま
︑
⼀
番

き
ん
ば
く

下
の
シ
ャ
ツ
だ
け
を
裏
返
し
に
着
て
み
た
り
︑
上
⾐
は
着
た
ま

ま
で
シ
ャ
ツ
だ
け
を
脱
い
で
み
た
り
︑
⼿
⾜
を
緊
縛
せ
る
線
⾦

は
り
が
ね

縄
を
︑
縛
っ
た
原
形
の
ま
ま
で
繩
抜
け
し
た
り
︑
不
思
議
な
現

し
ば

象
を
演
ず
る
こ
の
異
常
な
物
理
的
⼼
霊
現
象
を
起
こ
し
て
い
る

霊
魂
は
︑
お
お
む
ね
物
理
的
現
象
を
起
こ
す
に
相
應
し
い
よ
う

ふ
さ
わ

な
物
質
的
波
動
に
近
い
体
を
備
え
た
霊
魂
で
あ
り
ま
す
︒
⾼
級

霊
は
だ
ん
だ
ん
物
質
的
波
動
を
超
え
た
い
わ
ば
超
短
波
以
上
の

波
動
の
体
を
そ
な
え
て
い
ま
す
か
ら
︑
直
接
に
物
質
を
動
か
し

て
み
た
り
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
た
だ
こ
れ
ら
の
現
象

が
存
在
を
ゆ
る
さ
れ
る
の
は
⾁
体
滅
後
の
霊
魂
存
続
を
知
る
契

機
を
あ
た
え
る
か
ら
で
︑
い
っ
た
ん
そ
れ
を
知
っ
た
以
上
は
︑

あ
ま
り
そ
ん
な
現
象
に
深
⼊
り
し
て
︑
予
⾔
な
ど
を
き
い
て
信

じ
て
は
な
り
ま
せ
ん
︒
そ
ん
な
霊
媒
に
か
か
っ
て
き
て
﹁
最
後

の
審
判
の
と
き
に
⽣
⻑
の
家
の
信
者
は
た
す
か
る
﹂
な
ど
と
い

う
神
託
み
た
い
な
こ
と
を
喋
る
霊
が
あ
っ
た
ら
︑
そ
れ
だ
け
で

も
そ
の
霊
の
イ
ン
チ
キ
性
を
暴
露
し
て
い
る
の
で
す
︒
⼈
間
の

運
命
は
そ
の
⼈
の
⼼
の
具
象
化
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
た
ん
に
⽣

⻑
の
家
の
信
徒
名
簿
に
あ
る
か
ら
救
わ
れ
る
な
ど
と
い
う
も
の

で
は
あ
り
ま
ぜ
ん
︒
イ
エ
ス
も
﹁
主
よ
︑
主
よ
と
⾔
う
も
の
必

ず
し
も
神
の
国
に
⼊
る
に
あ
ら
ず
︑
⽗
の
み
⼼
を
⾏
ず
る
者
の

み
神
の
国
に
⼊
る
﹂
と
⾔
っ
て
い
ま
す
︒
そ
ん
な
霊
媒
的
修
験

者
の
中
に
は
︑
こ
の
宗
教
を
信
じ
て
お
れ
ば
最
後
の
審
判
に
も

た
す
か
る
が
︑
こ
の
宗
教
を
や
め
た
ら
最
後
の
審
判
に
焼
き
ほ

ろ
ぼ
さ
れ
る
な
ど
と
⾔
っ
て
脅
し
て
信
者
を
恐
怖
⼼
で
釣
っ
て

ゆ
こ
う
と
す
る
の
が
あ
り
ま
す
が
︑
宗
教
と
い
う
も
の
は
⾦
剛

不
壊
の
法
⾝
を
⾃
覚
せ
し
め
恐
怖
⼼
を
な
く
す
る
た
め
の
も
の

ふ

え

ほ
っ
し
ん

で
あ
っ
て
︑
恐
怖
⼼
を
そ
そ
る
だ
け
で
も
︑
か
か
る
宗
教
は
邪

教
だ
と
⾔
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
︒﹃
般
若
⼼
経
﹄
に
は
﹁
顚
倒

て
ん
ど
う

夢
想
を
遠
離
す
れ
ば
恐
怖
な
し
﹂
と
⽰
さ
れ
て
い
ま
す
︒
恐
怖

お
ん
り

に
さ
そ
う
の
は
迷
い
に
誘
う
の
で
あ
り
ま
す
︒
最
後
の
審
判
に

﹁
焼
き
滅
ぼ
さ
れ
る
霊
﹂
と
い
う
話
に
つ
い
て
の
わ
た
し
の
意

⾒
は
﹁
霊
﹂
と
い
う
⽤
語
の
内
容
に
よ
っ
て
も
異
な
る
の
で
す

が
︑
神
か
ら
⽣
ま
れ
た
霊
と
は
︑﹁
実
相
の
⽣
命
﹂
で
あ
っ
て
︑

今
も
常
に
今
後
も
真
清
⽔
の
ご
と
く
浄
ら
か
で
少
し
も
濁
り
ま

せ
ん
︒し
た
が
っ
て
焼
き
滅
ぼ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
︒﹁
⽣

⻑
の
家
﹂
に
⾔
わ
せ
れ
ば
﹁
実
相
の
⽣
命
﹂
は
現
に
今
も
永
遠

に
も
濁
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
︑
な
ぜ
濁
る
か
の
問
が
成

⽴
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
︒
と
こ
ろ
で
﹁
わ
れ
わ
れ
の
実
相
⽣

命
﹂

︱
︵
こ
れ
の
み
が
本
当
の
⾃
分
⾃
⾝
で
あ
り
ま
す
が
︶

︱
こ
れ
は
濁
ら
ず
︑
し
た
が
っ
て
も
と
よ
り
焼
き
ほ
ろ
ぼ
さ

れ
る
こ
と
が
な
い
と
す
れ
ば
︑
焼
き
滅
ぼ
さ
れ
る
と
い
う
の
は



﹁
い
か
な
る
霊
﹂
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
︒
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の

実
相
⽣
命
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
﹁
業
﹂
な
の
で
す
︒

仏
教
で
は
﹁
霊
﹂
と
い
う
⾔
葉
を
使
わ
ず
︑
⽣
ま
れ
か
わ
る
の

も
﹁
霊
が
⽣
ま
れ
代
わ
る
﹂
と
⾔
わ
ず
︑﹁
業
が
輪
廻
す
る
﹂
と

⾔
う
の
で
す
︒
業
に
善
業
と
悪
業
と
あ
り
︑
悪
業
と
は
実
相
と

波
⻑
の
合
わ
ぬ
念
波
の
集
積
で
あ
り
︑
善
業
と
は
実
相
と
波
⻑

の
合
う
念
波
の
集
積
で
あ
り
ま
す
︒
こ
の
場
合
︑﹁
霊
﹂
と
い
う

⾔
葉
と
﹁
業
﹂
と
い
う
⾔
葉
と
は
同
じ
な
の
で
す
︒
悪
霊
が
焼

き
滅
ぼ
さ
れ
る
と
は
︑
悪
業
が
完
全
に
壊
滅
す
る
こ
と
な
の
で

す
︒
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
の
で
す
︒
悪
業
は
﹁
実
相
の
念
﹂

に
あ
ら
ざ
る
が
ゆ
え
に
壊
滅
す
る
の
は
当
然
な
の
で
す
︒
悪
業

が
輪
廻
し
な
く
な
る
︑
す
な
わ
ち
﹁
怨
霊
が
⽣
ま
れ
代
わ
ら
な

く
な
る
﹂
の
で
す
︒
そ
れ
が
な
ぜ
恐
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
︒

わ
れ
わ
れ
は
た
だ
﹁
実
相
⽣
命
﹂
の
実
在
の
み
を
知
り
︑
悪
業

の
結
局
⾃
壊
す
る
こ
と
を
常
に
説
き
︑
悪
業
の
⾃
壊
に
よ
っ
て
︑

か
え
っ
て
本
当
の
⾃
分
が
完
全
に
開
顕
す
る
こ
と
を
説
い
て
い

る
の
で
す
︒﹁
焼
き
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
る
霊
﹂
と
申
し
ま
す
が
︑
そ
れ

は
﹁
霊
﹂
と
い
う
こ
と
ば
を
﹁
⽣
命
﹂
と
誤
解
し
た
が
た
め
に
︑

⾃
分
⾃
⾝
が
焼
き
滅
ぼ
さ
れ
る
よ
う
な
感
を
抱
い
て
恐
怖
す
る

の
で
あ
り
ま
す
が
︑﹁
霊
﹂
と
い
う
⾔
葉
を
ば
﹁
輪
廻
す
る
業
﹂

と
い
う
正
し
い
意
味
に
と
る
と
き
は
︑
焼
き
滅
ぼ
さ
れ
る
の
は

⾃
分
⾃
⾝
で
は
な
く
︑
悪
業
が
焼
き
滅
ぼ
さ
れ
︑
⾃
分
⾃
⾝
の

実
相
は
か
え
っ
て
い
っ
そ
う
完
全
に
開
顕
す
る
の
で
す
か
ら
ど

こ
ま
で
い
っ
て
も
﹁
⽣
⻑
の
家
﹂
は
恐
怖
の
宗
教
に
は
な
り
ま

せ
ん
︒
悪
業
が
焼
き
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
⼈
は
⾃
分

の
実
相
⽣
命
を
知
ら
ず
︑
⾃
分
と
は
﹁
業
﹂
だ
と
思
っ
て
い
る

の
で
す
︒

松
⼭
︱
有
名
な
霊
媒
で
も
詐
術
を
⾏
な
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
︒

さ
じ
ゅ
つ

⾕
ロ

︱
そ
れ
は
有
名
な
⼈
格
者
で
も
詐
欺
を
⾏
な
う
こ
と
が
あ

さ

ぎ

る
か
と
い
う
問
題
と
同
じ
で
す
︒
霊
媒
が
⼼
境
が
落
ち
て
き
て

従
前
ど
お
り
の
霊
的
現
象
が
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
と
き
︑
そ

れ
を
隠
し
て
⼈
前
を
つ
く
ろ
う
た
め
に
⼿
品
式
な
⽅
法
を
も
っ

て
霊
的
現
象
だ
と
⾒
せ
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
し
か
し
そ

の
⼈
が
今
詐
欺
を
⾏
な
っ
た
か
ら
と
て
︑
過
去
も
常
に
詐
欺
を

し
て
い
た
と
断
定
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
り
ま
す
︒

⽣
命
の
實
相
⾕
⼝
雅
春
⽇
本
教
分
社


