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は
じ
め
に

│
│
生
き
る
た
め
の
プ
ラ
ン

　
人
生
に
何
を
望
む
か
と
聞
か
れ
て
、
あ
な
た
は
ど
う
答
え
る
だ
ろ
う
か
。
愛
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
、
良
い
仕
事
、
そ

れ
と
も
立
派
な
家
か
。
だ
が
こ
う
い
っ
た
も
の
は
、
人
が
人
生
に
求
め
る
も
の
の
う
ち
、
ほ
ん
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。

最
も
広
い
意
味
で
、
あ
な
た
は
人
生
か
ら

0

0

何
を
望
む
の
か
。
こ
こ
で
聞
い
て
い
る
の
は
、
日
々
の
こ
ま
ご
ま
し
た
目

標
で
は
な
く
、
人
生
全
体
の
遠
大
な
目
標
、
い
わ
ば
「
グ
ラ
ン
ド
・
ゴ
ー
ル
」、
究
極
の
目
的
で
あ
る
。
人
生
の
な

か
で
追
求
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
目
標
の
う
ち
で
、
い
ち
ば
ん
価
値
が
あ
る
と
あ
な
た
が
思
う
も
の
、
そ
れ
は
何
か
と
聞

い
て
い
る
の
だ
。

　
自
分
の
グ
ラ
ン
ド
・
ゴ
ー
ル
が
何
な
の
か
、
こ
れ
を
は
っ
き
り
言
え
る
人
は
少
な
い
。
い
ま
こ
の
瞬
間
に
何
を
望

ん
で
い
る
か
と
い
う
問
い
な
ら
答
え
る
の
は
簡
単
だ
。
こ
の
先
十
年
間
の
目
標
く
ら
い
な
ら
、
だ
れ
で
も
言
え
る
だ

ろ
う
。
だ
が
人
生
全
体
の
大
き
な
目
標
と
な
る
と
、
ふ
つ
う
は
考
え
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
も
分
か
ら
な
い
で
は
な

い
。
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
文
化
の
な
か
で
は
、
人
は
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
の
だ
。
ま
わ
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そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
方
法
を
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
だ
ろ
う
。

　
だ
が
浪
費
し
た
く
な
い
の
が
資
産
で
は
な
く
、
人
生
だ
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
人
生
を
浪
費
し
な
い
た
め
に
何
か

手
を
打
ち
た
い
と
思
っ
た
ら
？
　
そ
の
場
合
で
も
私
た
ち
は
ガ
イ
ド
を
探
す
か
も
し
れ
な
い
。
生
き
る
目
標
に
つ
い

て
考
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
標
の
う
ち
で
追
求
す
る
価
値
が
あ
る
の
は
ど
れ
か
を
教
え
て
く
れ
る
ガ
イ
ド
だ
。
人
生
の

目
標
は
た
が
い
に
衝
突
し
か
ね
な
い
か
ら
、
ど
れ
を
優
先
さ
せ
る
か
を
決
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
ガ
イ
ド
は
、
私

た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
目
標
を
仕
分
け
し
、
優
先
順
位
を
つ
く
り
あ
げ
る
の
を
助
け
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
序
列
の

て
っ
ぺ
ん
に
く
る
の
が
、
私
の
言
う
人
生
の
「
グ
ラ
ン
ド
・
ゴ
ー
ル
」
で
あ
る
。
他
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、

こ
の
グ
ラ
ン
ド
・
ゴ
ー
ル
を
犠
牲
に
す
る
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
グ
ラ
ン
ド
・
ゴ
ー
ル
が
決

ま
っ
た
ら
、
ガ
イ
ド
は
、
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
戦
略
を
教
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

　
ガ
イ
ド
を
探
す
場
所
は
ど
こ
か
。
と
り
あ
え
ず
地
元
の
大
学
の
哲
学
科
が
あ
る
。
教
務
課
に
聞
け
ば
、
形
而
上
学
、

論
理
学
、
政
治
学
、
科
学
、
宗
教
学
、
そ
し
て
倫
理
学
、
果
て
は
ス
ポ
ー
ツ
哲
学
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
哲
学
、
さ
ら
に

は
哲
学
の
哲
学
と
い
っ
た
も
の
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
哲
学
者
が
見
つ
か
る
だ
ろ
う
。
だ
が
よ
ほ
ど
特
殊
な
大

学
で
な
い
限
り
、
こ
こ
で
言
う
意
味
で
の
人
生
の
哲
学
者
は
い
な
い
は
ず
だ
。

　
歴
史
の
な
か
で
い
つ
も
こ
う
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
哲
学
者
の
多
く
は
人
生
の
哲

学
に
価
値
を
見
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
こ
そ
哲
学
の
存
在
意
義
だ
と
し
た
。
彼
ら
は
お
お
む
ね
論

理
学
な
ど
他
の
哲
学
分
野
に
も
関
心
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
こ
う
し
た
分
野
を
探
れ
ば
人
生
哲
学
を
つ
く
り
あ
げ
る

の
に
役
立
つ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
う
え
こ
う
し
た
哲
学
者
た
ち
は
、
考
え
た
こ
と
を
自
分
だ
け
の
も
の
に
せ
ず
、
哲
学
者
仲
間
で
独
占
す
る
こ

り
は
気
を
散
ら
す
も
の
ば
か
り
で
、
人
生
の
目
的
な
ど
考
え
る
余
裕
も
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
グ
ラ
ン
ド
・
ゴ
ー
ル

（
人
生
の
究
極
目
的
）
は
、
人
生
哲
学
の
第
一
の
要
素
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
ん
な
の
は
な
い
と
言
う
人
は
、
き

ち
ん
と
し
た
人
生
哲
学
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
人
生
の
哲
学
を
持
つ
こ
と
が
重
要
な
の
か
？
　
理
由
は
、
そ
れ
を
持
た
な
い
人
が
「
ミ
ス
リ
ブ
」
す

る
危
険
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ミ
ス
リ
ブ
、
す
な
わ
ち
「
間
違
っ
た
人
生
を
生
き
る
」
こ
と
だ
。
生
き
て
い
る
あ
い

だ
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
楽
し
み
を
経
験
し
て
も
、
人
生
哲
学
を
持
た
な
け
れ
ば
、
そ
の
人
の
人
生

は
間
違
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
死
の
床
に
つ
い
た
と
き
、
そ
の
人
は
た
っ
た
一
度
の
人
生
を
無
駄
に
し
た
こ
と

に
気
づ
く
か
も
し
れ
な
い
。
本
当
に
価
値
の
あ
る
も
の
を
追
求
し
て
生
き
る
か
わ
り
に
、
く
だ
ら
な
い
も
の
に
気
を

散
ら
さ
れ
て
人
生
を
無
駄
に
す
ご
し
て
し
ま
っ
た
…
…
。

　
と
り
あ
え
ず
自
分
の
グ
ラ
ン
ド
・
ゴ
ー
ル
が
何
で
あ
る
か
分
か
っ
て
い
る
と
し
よ
う
。
ま
た
こ
の
目
標
を
達
成
す

る
こ
と
が
な
ぜ
重
要
な
の
か
も
理
解
で
き
た
と
し
よ
う
。
だ
が
そ
の
場
合
で
も
ミ
ス
リ
ブ
す
る
危
険
は
あ
る
。
目
標

を
達
成
す
る
た
め
の
効
果
的
な
戦
略
が
な
け
れ
ば
、
め
ざ
す
生
き
方
は
で
き
そ
う
に
な
い
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
人

生
哲
学
の
第
二
の
要
素
は
、
グ
ラ
ン
ド
・
ゴ
ー
ル
を
達
成
す
る
た
め
の
戦
略
で
あ
る
。
日
々
活
動
し
て
い
く
な
か
で
、

究
極
的
な
価
値
を
持
つ
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
具
体
的
に
ど
ん
な
こ
と
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。

　
資
産
を
浪
費
し
な
い
た
め
に
何
か
手
を
打
ち
た
い
と
思
っ
た
ら
、
か
ん
た
ん
に
専
門
家
に
頼
る
こ
と
が
で
き
る
。

電
話
帳
を
め
く
れ
ば
資
格
の
あ
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
ナ
ー
が
い
く
ら
で
も
見
つ
か
る
だ
ろ
う
。
プ
ラ
ン

ナ
ー
は
ま
ず
、
私
た
ち
に
必
要
な
資
産
目
標
、
た
と
え
ば
リ
タ
イ
ア
後
の
暮
ら
し
に
必
要
な
貯
金
額
な
ど
を
決
定
し
、
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を
生
き
た
い
と
願
う
人
に
と
っ
て
は
、
関
心
を
寄
せ
る
価
値
は
あ
る
と
思
う
。

　
言
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
本
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
人
が
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
ア
ド
バ
イ
ス
で
あ
る
。

こ
こ
で
私
は
、
い
ま
か
ら
二
千
年
前
に
ス
ト
ア
の
哲
学
者
た
ち
が
提
供
し
た
ア
ド
バ
イ
ス
を
あ
ら
た
め
て
紹
介
し
よ

う
と
思
う
。
ふ
つ
う
哲
学
者
は
こ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
を
嫌
が
る
。
彼
ら
の
哲
学
へ
の
関
心
は
も
っ
ぱ
ら
「
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
」
で
あ
り
、
リ
サ
ー
チ
は
も
っ
ぱ
ら
理
論
的
も
し
く
は
歴
史
的
で
あ
る
。
ス
ト
ア
哲
学
へ
の
私
の
関
心
は
、

そ
れ
に
く
ら
べ
て
、
あ
く
ま
で
実
際
的
だ
。
私
が
め
ざ
す
の
は
、
こ
の
哲
学
を
自
分
の
人
生
に
生
か
す
と
と
も
に
、

他
の
人
び
と
の
人
生
に
も
生
か
す
こ
と
で
あ
る
。
古
代
ス
ト
ア
派
の
人
び
と
は
、
い
ま
あ
げ
た
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
と
実

際
面
の
ふ
た
つ
に
力
を
注
い
だ
が
、
同
時
に
彼
ら
は
ス
ト
ア
哲
学
を
学
ぶ
最
大
の
理
由
は
実
践
に
あ
る
と
考
え
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
ス
ト
ア
哲
学
は
哲
学
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
重
要
な
心
理
学
的
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ス
ト
ア
派
の
人
び
と
は
、
怒
り
、
不
安
、
恐
れ
、
悲
し
み
、
羨
望
な
ど
と
い
っ
た
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
情
動
に
苦
し
む
人
生
が
決
し
て
良
き
生
で
は
な
い
と
気
づ
い
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
彼
ら
は
人
間
の
心

の
働
き
を
鋭
く
観
察
し
、
そ
の
結
果
、
古
代
世
界
で
最
も
洞
察
に
満
ち
た
心
理
学
者
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
彼
ら
は
、

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
情
動
が
起
こ
る
の
を
防
ぐ
た
め
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
、
そ
れ
で
も
起
き
て
し
ま
っ
た
情
動
の
火
を
消
す

た
め
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
発
達
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
哲
学
に
馴
染
み
が
な
い
読
者
で
も
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ニ
ッ

ク
に
は
興
味
を
ひ
か
れ
る
は
ず
だ
。
だ
れ
だ
っ
て
、
日
々
の
暮
ら
し
の
な
か
で
経
験
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
情
動
を
減

ら
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

と
も
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
学
校
を
作
り
、
人
生
哲
学
を
手
に
入
れ
た
い
と
願
う
人
は
だ
れ
で
も
生
徒
と
し
て
受
け
入

れ
た
。
良
き
生
を
送
る
た
め
に
人
間
は
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
校
（
学

派
）
が
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
提
供
し
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弟
子
の
ア
ン
テ
ィ
ス
テ
ネ
ス
は
、
犬
儒
（
キ
ュ
ニ

コ
ス
）
学
派
を
設
立
し
、
禁
欲
的
な
生
き
方
を
勧
め
た
。
や
は
り
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弟
子
の
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ポ
ス
は
キ

ュ
レ
ネ
学
派
を
設
立
し
、
快
楽
的
な
生
き
方
を
主
張
し
た
。
こ
の
両
極
端
の
中
間
に
エ
ピ
ク
ロ
ス
学
派
、
懐
疑
学
派
、

そ
し
て
ゼ
ノ
ン
が
設
立
し
た
ス
ト
ア
学
派
が
あ
る
。
い
ま
の
私
た
ち
に
と
っ
て
最
も
関
わ
り
が
あ
る
の
は
こ
の
ス
ト

ア
学
派
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
学
派
に
属
す
る
哲
学
者
た
ち
は
、
人
生
哲
学
へ
の
関
心
を
ま
っ
た
く
隠
さ
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
エ
ピ

ク
ロ
ス
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
人
間
の
い
か
な
る
苦
し
み
を
も
癒
さ
な
い
哲
学
者
の
言
葉
は
空
し
い
。
身
体
の
病

気
を
治
さ
な
い
医
学
が
何
の
役
に
も
立
た
な
い
よ
う
に
、
霊
魂
の
苦
し
み
を
追
い
払
わ
な
い
哲
学
も
ま
た
何
の
役
に

も
立
た
な
い
の
だ
」。
ス
ト
ア
派
の
哲
学
者
セ
ネ
カ
も
ま
た
こ
う
言
う
。「
哲
学
者
の
も
と
に
来
る
人
は
、
毎
日
な
ん

ら
か
の
良
き
こ
と
を
持
っ
て
帰
る
べ
き
で
あ
る
。
一
日
の
終
わ
り
に
家
に
帰
る
と
き
は
、
よ
り
健
全
な
人
間
に
な
っ

て
い
る
か
、
よ
り
健
全
な
人
間
へ
の
途
上
に
あ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
」。
セ
ネ
カ
に
つ
い
て
は
こ
の
あ
と
た
っ
ぷ
り

取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
本
を
私
は
、
人
生
の
哲
学
を
求
め
る
人
び
と
の
た
め
に
書
い
た
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
私
自
身
が
役

に
立
つ
と
考
え
、
ま
た
多
く
の
読
者
に
も
役
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
哲
学
、
つ
ま
り
古
代
ス
ト
ア
派
の
哲
学
で
あ
る
。

ス
ト
ア
の
人
生
哲
学
は
古
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
現
代
で
あ
っ
て
も
充
実
し
た
意
味
あ
る
人
生
、
つ
ま
り
良
き
生
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欲
望
に
つ
い
て
の
研
究
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
私
に
は
秘
め
た
動
機
が
あ
っ
た
。
だ
い
ぶ
前
か
ら
私
は
禅
に
ひ
き

つ
け
ら
れ
て
お
り
、
欲
望
の
研
究
に
か
ら
め
て
そ
れ
を
詳
し
く
見
て
い
け
ば
、
き
っ
と
最
後
に
は
禅
の
信
奉
者
に
な

る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
驚
い
た
の
は
、
そ
の
禅
と
ス
ト
ア
哲
学
と
に
共
通
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と

だ
っ
た
。
た
と
え
ば
両
者
と
も
、
私
た
ち
を
と
り
ま
く
世
界
の
は
か
な
さ
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
や
、
可
能
な
限
り

欲
望
を
克
服
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
強
調
し
て
い
る
。「
心
の
平
静
」
を
追
求
す
べ
き
目
標
に
据
え
、
そ
れ
を
達
成

し
、
保
持
し
て
い
く
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
る
の
も
同
じ
だ
。
し
か
も
私
の
分
析
的
な
性
質

に
は
、
ス
ト
ア
哲
学
の
ほ
う
が
仏
教
よ
り
向
い
て
い
た
。
自
分
で
も
驚
い
た
こ
と
に
、
結
局
の
と
こ
ろ
私
は
禅
の
修

行
者
に
な
る
か
わ
り
に
、
ス
ト
ア
哲
学
を
実
践
す
る
は
め
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
欲
望
に
つ
い
て
の
研
究
を
は
じ
め
る
前
、
私
は
ス
ト
ア
哲
学
を
人
生
の
哲
学
と
し
て
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
だ
が

ス
ト
ア
の
哲
人
た
ち
の
本
を
読
ん
で
い
く
う
ち
に
、
こ
れ
ま
で
持
っ
て
い
た
ス
ト
ア
哲
学
に
つ
い
て
の
知
識
が
ほ
と

ん
ど
す
べ
て
間
違
っ
て
い
る
の
に
気
づ
い
た
。
辞
書
で stoic 

を
引
く
と
、「
喜
び
、
悲
し
み
、
快
楽
、
も
し
く
は

苦
痛
に
対
し
て
、
見
た
と
こ
ろ
無
関
心
で
あ
る
か
、
そ
れ
ら
に
左
右
さ
れ
な
い
人
の
こ
と
」
と
あ
る
。
こ
れ
ま
で
ず

っ
と
私
は
、
こ
の
小
文
字
の
s
で
は
じ
ま
る
ス
ト
イ
ッ
ク
を
、
大
文
字
の
S
で
は
じ
ま
る
ス
ト
イ
ッ
ク＊

（
ス
ト
ア
哲

学
の
信
奉
者
）
と
一
緒
に
し
て
い
た
。
彼
ら
も
ま
た
、
感
情
を
押
し
殺
し
た
人
び
と
な
の
だ
ろ
う
…
…
。
だ
が
そ
う

で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
目
標
は
、
決
し
て
人
生
か
ら
情
動
を
消
し
去
る
こ
と
で
は
な
く
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
情
動
を

消
し
去
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
長
年
の
あ
い
だ
私
は
哲
学
を
学
ん
で
き
た
け
れ
ど
も
、
ス
ト
ア
哲
学
に
つ
い
て
は
最
近
ま
で
ま
る
っ
き
り
無
知
だ

っ
た
。
大
学
で
も
大
学
院
で
も
、
教
師
た
ち
か
ら
は
一
度
も
ス
ト
ア
哲
学
を
読
む
よ
う
に
言
わ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ

た
。
猛
烈
な
読
書
家
だ
っ
た
私
だ
が
、
あ
え
て
自
分
か
ら
ス
ト
ア
哲
学
な
ど
読
も
う
と
も
し
な
か
っ
た
。
だ
い
た
い

人
生
哲
学
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
な
ど
、
思
い
も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
か
わ
り
に
私
は
、
大
部
分

の
人
が
自
然
に
持
つ
よ
う
に
な
る
人
生
哲
学
で
満
足
し
て
い
た
。
つ
ま
り
経
済
的
ゆ
と
り
、
社
会
的
ス
テ
ー
タ
ス
、

そ
し
て
快
楽
か
ら
な
る
魅
力
的
な
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
当
時
の
私
の
人
生
哲
学
は
、
よ
く
言
え
ば
「
考
慮
に
も
と

づ
く
快
楽
主
義
」
と
で
も
言
え
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
だ
が
五
十
代
に
な
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
偶
然
が
私
を
ス
ト
ア
哲
学
に
導
い
た
。
最
初
の
き
っ
か
け
は
、
一
九
九
八

年
に
ト
ム
・
ウ
ル
フ
が
書
い
た
『
成
り
上
が
り
者
』
と
い
う
小
説
だ
っ
た
。
登
場
人
物
の
ひ
と
り
が
た
ま
た
ま
ス
ト

ア
派
の
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
に
夢
中
に
な
り
、
彼
の
哲
学
を
と
う
と
う
と
し
ゃ
べ
り
は
じ
め
る
。
私
に
と
っ
て
、
そ
の
哲

学
は
謎
め
い
て
い
る
と
と
も
に
、
興
味
を
そ
そ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
二
年
後
、
私
は
欲
望
に
関
す
る
本
〔『
欲
望
に
つ
い
て
』〕
を
書
く
た
め
に
リ
サ
ー
チ
を
は
じ
め
た
。
過
去
何
千
年
に

わ
た
り
多
く
の
人
び
と
が
欲
望
を
抑
制
す
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
お
り
、
私
の
リ
サ
ー
チ
の

一
部
は
そ
れ
を
探
る
こ
と
に
費
や
さ
れ
た
。
ま
ず
最
初
に
私
は
、
キ
リ
ス
ト
教
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
、
道
教
、
イ
ス
ラ
ム

の
神
秘
主
義
で
あ
る
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
、
そ
し
て
仏
教
（
こ
と
に
禅
）
が
欲
望
に
つ
い
て
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
を
調

べ
た
。
そ
の
あ
と
、
古
今
の
哲
学
者
た
ち
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
探
し
た
。
だ
が
こ
の
種
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
提
供
し

て
い
る
哲
学
者
は
ほ
ん
の
一
握
り
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
少
数
派
の
筆
頭
が
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
者
た
ち

で
あ
る
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
、
懐
疑
派
、
そ
し
て
ス
ト
ア
派
の
人
び
と
だ
。

＊
　
訳
注
：
本
書
で
は
「
ス
ト
イ
ッ
ク
」
と
い
う
用
語
を
ス
ト
ア
の
哲
学
者
と
ス
ト
ア
の
実
践
者
の
両
方
の
意
に
使
っ
て
い
る
。
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ロ
ー
マ
皇
帝
だ
っ
た
。
事
実
、
最
も
偉
大
な
ロ
ー
マ
皇
帝
の
ひ
と
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ス
ト
イ
ッ
ク
に
つ
い
て
読

む
う
ち
に
、
私
の
心
は
彼
ら
に
対
す
る
賛
嘆
の
気
持
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
勇
敢
で
、
節
度
を
保
ち
、
道

理
を
わ
き
ま
え
、
自
制
心
を
備
え
て
い
た
。
ど
れ
も
こ
れ
も
私
が
持
ち
た
い
と
願
う
性
質
ば
か
り
だ
。
彼
ら
は
ま
た
、

自
分
の
義
務
を
果
た
し
、
同
胞
人
類
を
助
け
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
た
。
私
も
ま
た
同
じ
価
値
観
を
持
っ
て

い
る
。

　
欲
望
の
研
究
を
し
て
い
て
気
づ
い
た
の
は
、
い
く
つ
も
の
時
代
を
通
じ
、
ま
た
文
化
の
違
い
を
越
え
て
、
す
べ
て

の
賢
人
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
同
じ
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
人
は
貪
欲
さ
を
克
服
し
な
い
限
り
意
味

の
あ
る
良
き
人
生
は
送
れ
な
い
と
い
う
の
が
そ
れ
だ
。
さ
ら
に
、
こ
の
貪
欲
さ
─
─
つ
ね
に
「
も
っ
と
多
く
」
を
求

め
よ
う
と
す
る
傾
向
─
─
を
た
だ
す
に
は
、
す
で
に
持
っ
て
い
る
も
の
を
欲
す
る
こ
と
が
有
効
だ
と
し
て
い
る
の
も

同
じ
だ
っ
た
。
た
し
か
に
き
わ
め
て
重
要
な
洞
察
だ
が
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
た
め
に
は
正
確
に
ど
う
し
た
ら
よ
い

か
と
な
る
と
、
答
え
は
見
あ
た
ら
な
い
の
だ
っ
た
。
う
れ
し
い
こ
と
に
ス
ト
ア
の
哲
学
者
た
ち
は
こ
の
疑
問
へ
の
答

え
を
持
っ
て
い
た
。
彼
ら
が
つ
く
り
あ
げ
た
の
は
か
な
り
単
純
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
だ
っ
た
。
人
生
が
ど
ん
な
も
の
で
あ

ろ
う
と
も
、
自
分
が
自
分
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
た
ま
た
ま
こ
の
人
生
を
生
き
て
い
る
こ
と
を
、
た
と
え
一
時
的
に

せ
よ
喜
ぶ
た
め
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
あ
る
。

　
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
私
は
ス
ト
ア
哲
学
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
だ
が
こ
の
新
し
く
見
つ
け
た
ス
ト
ア
哲
学

の
魅
力
を
人
に
話
そ
う
と
し
て
た
ち
ま
ち
気
づ
い
た
の
は
、
こ
の
哲
学
を
誤
解
し
て
い
た
の
は
自
分
だ
け
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
友
人
、
親
戚
、
そ
し
て
大
学
の
同
僚
た
ち
で
さ
え
、
ス
ト
ア
の
人
び
と
が
め
ざ
す
と
こ
ろ
は

す
べ
て
の
情
動
を
抑
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
彼
ら
が
陰
鬱
で
受
動
的
な
人
生
を
送
っ
て
い
た
と
思
っ
て
い

　
著
作
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
ス
ト
ア
の
人
び
と
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
快
活
で
人
生
に
対
し
て
楽
天
的
な
個
人
で
あ
る

（
た
と
え
自
分
の
身
に
起
こ
り
得
る
す
べ
て
の
悪
い
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
考
え
る
べ
き
だ
と
し
な
が
ら
も
）。
こ
の
人

た
ち
は
人
生
が
提
供
す
る
喜
び
を
完
璧
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
（
そ
の
楽
し
み
の
奴
隷
に
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意

し
な
が
ら
も
）。
彼
ら
は
喜
び
に
価
値
を
見
い
だ
す
。
セ
ネ
カ
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
ア
の
哲
学
者
が
知
ろ
う
と
し
て
い

る
の
は
「
ど
う
す
れ
ば
心
が
安
定
し
た
好
ま
し
い
道
を
た
ど
れ
る
か
、
ど
う
す
れ
ば
心
が
み
ず
か
ら
に
好
意
を
持
ち
、

そ
の
状
態
を
喜
び
を
も
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
セ
ネ
カ
は
ま
た
、
ス
ト
ア
哲
学

を
実
践
す
る
人
は
「
意
図
し
よ
う
と
し
ま
い
と
、
絶
え
る
こ
と
の
な
い
快
活
さ
と
喜
び
を
手
に
入
れ
る
は
ず
だ
。
そ

れ
は
心
の
奥
か
ら
湧
き
で
る
深
い
喜
び
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
み
ず
か
ら
の
内
に
あ
る
も
の
に
喜
び
を
見
い
だ

す
か
ら
で
あ
り
、
内
的
な
喜
び
の
他
に
喜
び
は
求
め
な
い
か
ら
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
ス
ト
ア
の
哲
学
者
で
あ
る
ム

ソ
ニ
ウ
ス
・
ル
フ
ス
も
ま
た
、
も
し
私
た
ち
が
ス
ト
ア
の
教
え
に
従
っ
て
生
き
る
な
ら
ば
、「
快
活
な
性
質
と
確
か

な
喜
び
」
が
お
の
ず
か
ら
つ
い
て
く
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
ス
ト
ア
の
哲
学
者
た
ち
は
、
世
界
の
横
暴
と
不
正
に
対
し
て
決
し
て
受
け
身
で
は
な
か
っ
た
。
鬱
々
と
し
て
諦
め

る
の
で
は
な
く
、
十
分
に
生
活
に
か
か
わ
り
、
世
界
を
よ
り
よ
く
し
よ
う
と
熱
心
に
活
動
し
た
の
で
あ
る
。
小
カ
ト

ー
が
そ
の
例
だ
（
こ
の
人
物
は
文
献
を
残
し
て
い
な
い
。
彼
は
実
践
す
る
ス
ト
イ
ッ
ク
だ
っ
た
。
セ
ネ
カ
は
彼
を
完

全
な
ス
ト
イ
ッ
ク
と
述
べ
て
い
る
）。
カ
ト
ー
は
ス
ト
ア
哲
学
を
信
奉
し
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
は
彼
が
ロ
ー
マ
共

和
制
を
あ
く
ま
で
守
る
た
め
に
勇
敢
に
戦
う
こ
と
を
阻
み
は
し
な
か
っ
た
〔
本
書
中
の
カ
ト
ー
は
小
カ
ト
ー
を
さ
す
〕。

セ
ネ
カ
も
ま
た
き
わ
め
て
精
力
的
だ
っ
た
。
哲
学
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
劇
作
家
と
し
て
も
成
功
し
、
皇
帝
の
顧
問

で
あ
り
、
い
ま
で
言
う
投
資
家
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
は
、
哲
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
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に
何
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
少
し
だ
け
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
第
一
に
、
私
た
ち
は
人
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
目
標
を
考
え
な
お
す
だ
ろ
う
。
自
分
が
望
む
も
の
の
多
く
─
─
と

く
に
名
声
と
富
─
─
は
、
追
求
す
る
価
値
が
な
い
と
す
る
ス
ト
ア
の
考
え
方
を
深
く
心
に
留
め
、
そ
の
か
わ
り
に
心

の
平
静
と
「
徳
」
の
追
求
に
打
ち
込
む
。
ス
ト
ア
哲
学
の
言
う
こ
の
「
徳
」
が
、
今
日
使
わ
れ
て
い
る
「
徳
」
と
は

ほ
と
ん
ど
共
通
点
が
な
い
こ
と
を
知
る
と
と
も
に
、
そ
の
「
心
の
平
静
」
が
鎮
静
剤
で
手
に
入
る
種
類
の
も
の
で
は

ま
っ
た
く
な
い
こ
と
に
も
気
づ
く
だ
ろ
う
。
ス
ト
ア
の
言
う
「
心
の
平
静
」
は
ゾ
ン
ビ
の
よ
う
な
状
態
を
言
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
怒
り
、
悲
し
み
、
不
安
、
恐
怖
な
ど
の
よ
う
な
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
情
動
が
な
く
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
情

動
（
と
く
に
喜
び
）
に
あ
ふ
れ
る
心
の
状
態
な
の
だ
。

　
こ
の
心
の
平
静
を
手
に
入
れ
、
そ
れ
を
保
持
す
る
た
め
に
、
ス
ト
イ
ッ
ク
は
さ
ま
ざ
ま
な
心
理
学
的
テ
ク
ニ
ッ
ク

を
考
え
出
し
た
。
私
た
ち
は
そ
れ
に
つ
い
て
学
び
、
日
常
生
活
に
応
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
自
分
が
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
る
こ
と
と
、
で
き
な
い
こ
と
を
区
別
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
悩
ま
ず
、
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
も
の
だ
け
に
集
中
す
る
。
ま
た
、
心
の
平
静
を
乱
す
大
き
な
要
因
が
他
者
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、

彼
ら
に
心
を
乱
さ
れ
な
い
た
め
の
戦
略
を
実
践
す
る
な
ど
で
あ
る
。

　
最
後
に
私
た
ち
は
、
自
分
の
生
活
を
じ
っ
く
り
と
観
察
す
る
こ
と
に
な
る
。
日
々
の
営
み
を
こ
な
し
な
が
ら
自
分

自
身
を
見
つ
め
、
あ
と
で
自
分
が
見
た
も
の
を
振
り
返
り
、
人
生
で
経
験
す
る
苦
し
み
の
原
因
を
み
き
わ
め
、
そ
れ

を
避
け
る
方
法
に
つ
い
て
考
え
る
の
だ
。

　
ス
ト
ア
哲
学
の
実
践
に
は
明
ら
か
に
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
だ
が
本
物
の
人
生
哲
学
で
あ
れ
ば
、
ど
れ
で
も
同
じ

る
よ
う
だ
っ
た
。
私
に
は
ス
ト
イ
ッ
ク
が
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
て
い
る
と
思
え
て
な
ら
な
か
っ
た
─
─
私
自
身
も
や

っ
と
最
近
に
な
っ
て
そ
の
無
実
を
知
っ
た
の
だ
が
。

　
こ
れ
に
気
づ
い
た
だ
け
で
も
、
ス
ト
ア
に
つ
い
て
の
本
─
─
誤
解
を
解
く
本
─
─
を
書
く
動
機
に
は
十
分
だ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
決
定
的
だ
っ
た
の
は
二
番
目
の
動
機
だ
っ
た
。
ス
ト
ア
哲
学
に
つ
い
て
学
ん
だ
あ
と
、
私
は

控
え
め
な
が
ら
こ
れ
を
自
分
の
人
生
哲
学
と
し
て
試
し
て
み
た
。
い
ま
ま
で
の
と
こ
ろ
、
こ
の
実
験
は
十
分
に
成
功

し
て
い
る
。
そ
こ
で
私
と
し
て
は
、
こ
の
発
見
を
世
の
人
び
と
に
報
告
し
な
け
れ
ば
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
も

ま
た
、
ス
ト
ア
派
の
人
び
と
に
つ
い
て
学
び
、
彼
ら
の
人
生
哲
学
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
得
る
も
の
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
…
…
。

　
そ
れ
で
は
ス
ト
ア
哲
学
の
実
践
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
か
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
時
代

な
ら
ス
ト
ア
派
の
学
校
で
実
践
す
る
方
法
を
学
べ
た
だ
ろ
う
が
、
い
ま
は
も
ち
ろ
ん
無
理
だ
。
そ
の
か
わ
り
に
古
代

ス
ト
ア
派
の
著
作
を
読
む
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
じ
つ
は
そ
う
し
た
著
作
、
と
く
に
ギ
リ
シ
ャ
の
ス
ト
イ
ッ
ク
の

著
作
の
多
く
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
残
っ
て
い
る
著
作
に
し
て
も
、
ス
ト
ア
哲
学
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て

は
い
て
も
、
ス
ト
イ
ッ
ク
新
参
者
の
た
め
の
レ
ッ
ス
ン
・
プ
ラ
ン
の
よ
う
な
も
の
は
な
い
。
ス
ト
ア
の
哲
学
者
た
ち

が
残
し
た
著
作
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
手
が
か
り
か
ら
、
そ
う
し
た
プ
ラ
ン
を
構
築
す
る
。
こ
れ
が
私
の
課
題
と
な
っ

た
。

　
こ
の
あ
と
の
各
章
で
は
ス
ト
ア
的
な
生
き
方
を
望
む
人
び
と
の
た
め
に
詳
細
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
提
供
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
ま
え
に
予
備
知
識
と
し
て
、
実
際
に
読
者
が
ス
ト
ア
哲
学
を
自
分
の
人
生
哲
学
と
し
て
採
用
し
た
場
合
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は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
も
同
じ
で
あ
る
（
キ
リ
ス
ト
教
で
は
こ
れ
を
「
心
の
平
安
」
と
呼
ん
で
い
る
）。
マ
ル
ク
ス
・

ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
の
「
人
間
を
愛
せ
よ
」
と
い
う
言
葉
も
そ
う
だ
。
ま
た
、
世
の
中
に
は
私
た
ち
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で

き
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
、
分
別
の
あ
る
人
間
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
こ
と
だ
け
に
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
注
ぐ
、
と
い
う
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
言
葉
は
、
神
学
者
の
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
が
書
い
た
と
さ
れ
る

「
平
安
の
祈
り＊

」
を
思
い
出
さ
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
神
を
信
じ
な
い
人
間
が
ス
ト
イ
ッ
ク
の
実
践
者
に
な
る
の
は
十
分

可
能
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
四
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
1
部
で
は
、
哲
学
と
い
う
も
の
の
誕
生
に
つ
い
て
述
べ
る
。
現
代
の
哲
学

者
は
日
々
深
遠
な
哲
学
的
議
論
に
ふ
け
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
古
代
の
哲
学
者
の
大
多
数
は
、
ふ
つ
う
の
人
び
と
が

よ
り
良
き
人
生
を
送
る
の
を
助
け
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
い
た
。
ス
ト
ア
哲
学
は
、
こ
う
し
た
古
代
の
哲
学
学

派
の
な
か
で
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
あ
り
、
ま
た
成
功
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
本
書
の
第
2
部
と
第
3
部
で
は
、
ス
ト
ア
哲
学
を
実
践
す
る
た
め
に
は
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
考
え
る
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
ス
ト
ア
の
人
び
と
が
心
の
平
静
を
達
成
し
、
保
持
す
る
た
め
に
考
え
た
心
理
学
的
テ
ク
ニ
ッ
ク
に

つ
い
て
説
明
す
る
。
次
に
、
日
々
の
生
活
の
ス
ト
レ
ス
に
対
処
す
る
た
め
の
方
法
を
紹
介
す
る
。
た
と
え
ば
、
人
に

侮
辱
さ
れ
た
ら
ど
う
反
応
し
た
ら
よ
い
の
か
？
　
二
千
年
前
か
ら
現
代
ま
で
、
お
び
た
だ
し
い
変
化
が
起
き
て
き
た

こ
と
が
言
え
る
。
本
当
の
話
、「
考
慮
に
も
と
づ
く
快
楽
主
義
」
で
さ
え
努
力
を
要
す
る
の
だ
。
彼
ら
の
グ
ラ
ン

ド
・
ゴ
ー
ル
は
、
生
き
て
い
る
あ
い
だ
に
楽
し
み
を
最
大
限
に
味
わ
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
人
生
哲
学
を
実
践
す
る

た
め
に
は
、
ま
ず
快
楽
を
も
た
ら
す
も
の
を
発
見
し
、
探
索
し
、
順
位
を
つ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
し
み
に
つ
い
て
く

る
困
っ
た
副
作
用
を
調
べ
る
。
次
に
選
ん
だ
快
楽
を
最
大
限
に
味
わ
う
た
め
の
戦
略
を
工
夫
す
る
（
何
も
考
え
ず
に

短
期
の
満
足
を
求
め
る
、
い
わ
ば
「
単
純
な
快
楽
主
義
」
は
、
人
生
哲
学
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
）。

　
も
ち
ろ
ん
ス
ト
ア
哲
学
の
実
践
に
要
求
さ
れ
る
努
力
は
、「
考
慮
に
も
と
づ
く
快
楽
主
義
」
を
実
践
す
る
の
に
必

要
な
努
力
よ
り
も
大
き
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
た
と
え
ば
禅
に
く
ら
べ
た
ら
少
な
い
は
ず
だ
。
禅
の
修
行
者
は
坐

禅
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
坐
禅
に
は
時
間
が
か
か
る
う
え
、（
い
く
ら
か
の
宗
派
で
は
）
肉
体
的
に
も
精
神

的
に
も
き
つ
い
。
だ
が
ス
ト
ア
哲
学
の
場
合
、「
哲
学
を
す
る
た
め
」
に
わ
ざ
わ
ざ
時
間
を
取
り
お
き
す
る
必
要
が

な
い
。
繰
り
返
し
人
生
を
振
り
返
る
必
要
は
あ
る
が
、
そ
れ
も
た
い
て
い
は
一
日
の
う
ち
の
空
い
た
時
間
で
す
ま
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
車
が
渋
滞
に
ま
き
こ
ま
れ
て
い
る
と
き
と
か
、
セ
ネ
カ
が
勧
め
て
い
る
よ
う
に
、

眠
り
が
訪
れ
る
前
の
ひ
と
と
き
な
ど
だ
。

　
ス
ト
ア
哲
学
に
し
ろ
、
他
の
ど
ん
な
人
生
哲
学
に
し
ろ
、
実
践
に
は
「
代コ

ス
ト償
」
が
と
も
な
う
。
だ
が
人
生
哲
学
を

持
た
な
い

0

0

生
き
方
に
も
コ
ス
ト
は
つ
い
て
く
る
の
だ
。
そ
う
し
た
コ
ス
ト
の
ひ
と
つ
が
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
価
値

の
な
い
も
の
を
追
求
し
て
日
々
を
す
ご
し
、
人
生
を
無
駄
に
す
る
危
険
で
あ
る
。

　
ス
ト
ア
哲
学
の
実
践
が
自
分
た
ち
の
信
仰
と
両
立
す
る
だ
ろ
う
か
と
悩
む
読
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
い
て

い
の
場
合
、
私
は
両
立
す
る
と
思
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
な
ら
、
ス
ト
ア
の
教
え
に
自
分
た
ち
の
宗
教
的
見
解
と

あ
い
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
が
分
か
る
は
ず
だ
。
た
と
え
ば
心
の
平
静
を
達
成
し
た
い
と
い
う
ス
ト
イ
ッ
ク
の
願
い

＊
　
訳
注
：「
神
よ
、
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
変
え
る
だ
け
の
勇
気
を
わ
れ
ら
に
与
え
た
ま
え
。
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
受
け
い
れ
る
だ
け
の
冷
静
さ
を
与
え
た
ま
え
。
そ
し
て
、
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
、
変
え
る
こ
と
の
で
き
な

い
も
の
と
を
識
別
す
る
知
恵
を
与
え
た
ま
え
」
―
―
「
平
安
の
祈
り
」（『
終
末
論
的
考
察
』
大
木
英
夫
著
、
中
央
公
論
社
）
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第
1
部
　
ス
ト
ア
哲
学
の
勃
興

け
れ
ど
も
、
人
間
の
心
理
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
セ
ネ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
哲
学
者
た
ち
が
一
世
紀
の
ロ

ー
マ
人
に
提
供
し
た
ア
ド
バ
イ
ス
を
、
二
十
一
世
紀
に
生
き
る
私
た
ち
が
利
用
で
き
る
の
は
そ
の
た
め
な
の
だ
。

　
第
4
部
で
は
、
ス
ト
ア
哲
学
に
寄
せ
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
に
対
し
て
反
論
し
、
ス
ト
ア
の
心
理
学
を
現
代
の

科
学
的
知
見
に
照
ら
し
て
再
評
価
す
る
。
締
め
く
く
り
と
し
て
、
私
自
身
が
ス
ト
ア
哲
学
を
実
践
し
て
分
か
っ
た
こ

と
を
紹
介
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

　
哲
学
者
も
ま
た
本
書
に
関
心
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
。
彼
ら
が
興
味
を
持
つ
の
は
お
そ
ら
く
、
ス
ト
ア
派
の
哲
学

者
た
ち
の
発
言
に
つ
い
て
私
が
ど
う
解
釈
し
て
い
る
か
と
い
う
点
だ
ろ
う
。
だ
が
私
が
一
番
語
り
か
け
た
い
の
は
、

自
分
た
ち
が
間ミ

ス

リ

ブ

し

て

違
っ
て
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
悩
ん
で
い
る
ふ
つ
う
の
人
び
と
だ
。
な
か
に
は
、
自
分

に
は
き
ち
ん
と
し
た
人
生
哲
学
が
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
、
そ
の
た
め
毎
日
を
あ
が
き
な
が
ら
生
き
て
い
る
人
び
と

も
い
る
だ
ろ
う
。
前
の
日
に
何
か
を
達
成
し
て
も
、
次
の
日
に
は
そ
れ
を
捨
て
て
別
の
何
か
を
達
成
し
よ
う
と
し
て

苦
し
む
よ
う
な
人
た
ち
だ
。
そ
の
一
方
で
、
自
分
な
り
の
人
生
哲
学
は
持
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
に
は
ど
う
や
ら
欠
陥

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
悩
む
人
び
と
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
本
を
書
い
て
い
る
あ
い
だ
、
い
つ
も
私
は
自
分
に
問
い
か
け
て
い
た
。
も
し
古
代
ス
ト
ア
の
人
び
と
が
二
十

一
世
紀
に
生
き
る
私
た
ち
の
た
め
に
、
良
き
人
生
を
送
る
方
法
に
つ
い
て
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
書
く
と
し
た
ら
、
そ
の

本
は
ど
ん
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
か
？
　
本
書
は
こ
の
問
い
に
対
す
る
私
の
答
え
で
あ
る
。
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第 1 章　哲学は人生に関心を持つ23

第
1
章
　
哲
学
は
人
生
に
関
心
を
持
つ

　
こ
れ
ま
で
つ
ね
に
「
哲
学
者
」
は
い
た
。
単
純
に
世
界
の
は
じ
め
は
何
な
の
か
、
人
間
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、

な
ぜ
虹
は
あ
る
の
か
と
い
っ
た
疑
問
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
に
関
連
し
て
さ
ら
な
る
問
い
か
け
を
す
る
よ
う
な
人
び

と
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
世
界
が
神
々
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
も
、
そ
う
し
た
言
わ
ば
原
初
の
哲
学

者
た
ち
は
、
こ
の
答
え
が
本
質
を
突
い
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
は
ず
だ
。
彼
ら
は
続
け
て
、
な
ぜ
神
々
が
世
界

を
創
っ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
創
っ
た
の
か
、
そ
し
て
聞
か
れ
る
側
を
最
も
苛
立
た
せ
る
質
問
─
─
だ
れ
が

神
々
を
創
っ
た
の
か
─
─
を
問
う
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
は
じ
ま
っ
た
に
せ
よ
、
哲
学
的
思
考
は
紀
元
前
六
世
紀
に
大
き
な
飛
躍
を
遂
げ
る
。
イ
タ
リ

ア
で
は
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
（
紀
元
前
五
七
〇
～
五
〇
〇
）。
ギ
リ
シ
ャ
で
は
タ
レ
ス
（
紀
元
前
六
三
六
～
五
四
六
）、
ア
ナ

ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
（
紀
元
前
六
四
一
～
五
四
七
）、
そ
し
て
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
（
紀
元
前
五
三
五
～
四
七
五
）。
中
国

で
は
孔
子 

（
紀
元
前
五
五
一
～
四
七
九
）。
イ
ン
ド
で
は
釈
迦
（
紀
元
前
五
六
三
～
四
八
三
）。
こ
れ
ら
の
人
び
と
が

そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
哲
学
を
発
見
し
た
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
哲
学
的
影
響
が
ど
の
方
向
に
流
れ
た
の
か
も
は
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哲
学
の
探
求
す
る
対
象
を
変
え
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
よ
り
前
の
哲
学
者
た
ち
は
、
だ
い
た
い
に
お

い
て
ま
わ
り
の
世
界
と
、
そ
の
世
界
の
も
ろ
も
ろ
の
現
象
を
説
明
す
る
こ
と
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
い
ま
で
言
う

科
学
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
若
い
こ
ろ
科
学
を
学
ん
だ
が
、
の
ち
に
そ
こ
か
ら
離
れ
、
人
間
の
状
態
に
関
心
を
集

中
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ロ
ー
マ
の
雄
弁
家
で
あ
り
、
政
治
家
、
哲
学
者
の
キ
ケ
ロ
が
述
べ
た
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
は
「
哲
学
を
天
上
か
ら
お
ろ
し
て
人
間
の
町
に
据
え
、
ま
た
人
間
の
家
の
な
か
に
連
れ
込
ん
で
、
人
生
、
道
徳
、

善
悪
の
問
題
を
探
求
さ
せ
た
最
初
の
人
物
」
で
あ
っ
た
。
古
典
学
者
の
フ
ラ
ン
シ
ス
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
・
コ
ー
ン
フ

ォ
ー
ド
は
、
同
じ
よ
う
な
言
葉
で
哲
学
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
。「
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の

哲
学
は
自
然
の
発
見
を
も
っ
て
は
じ
ま
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
は
人
間
の
魂
の
発
見
を
も
っ
て
は
じ
ま
る
」。

　
死
ん
で
か
ら
い
ま
ま
で
二
千
四
百
年
も
た
つ
の
に
、
こ
の
間
な
ぜ
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
つ
ね
に
偉
大
な
存
在
で
あ
り
つ

づ
け
る
の
か
？
　
そ
の
理
由
は
彼
の
哲
学
上
の
発
見
ゆ
え
で
は
な
い
。
彼
の
哲
学
の
結
論
す
る
と
こ
ろ
は
、
結
局
の

と
こ
ろ
基
本
的
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
だ
っ
た
。
彼
は
私
た
ち
が
無
知
で
あ
る
こ
と
を
教
え
た
の
で
あ
る
。
彼
が
偉
大
だ
っ

た
の
は
、
そ
の
哲
学
的
思
索
と
生
き
方
が
大
き
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
哲
学
者
の
ル
イ
ス
・
Ｅ
・
ナ
ヴ

ィ
ア
に
よ
れ
ば
、「
私
た
ち
が
（
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
な
か
に
）
見
る
の
は
、
お
そ
ら
く
他
の
ど
の
大
哲
学
者
よ
り
も
人

生
の
思
弁
的
関
心
事
を
日
々
の
活
動
に
組
み
入
れ
る
こ
と
の
で
き
た
人
物
の
モ
デ
ル
で
あ
る
」。
ナ
ヴ
ィ
ア
は
彼
を

「
思
考
と
行
動
の
両
面
に
お
け
る
哲
学
活
動
の
模
範
」
だ
と
し
て
い
る
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
人
び
と
の
な
か
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
哲
学
理
論
に
感
銘
を
受
け
た
者
も
い
れ

ば
、
彼
の
生
き
方
に
感
銘
を
受
け
た
者
も
い
た
。
プ
ラ
ト
ン
は
前
者
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
。
ア
カ
デ
メ
イ
ア
で
の

プ
ラ
ト
ン
は
、
生
き
方
に
つ
い
て
助
言
す
る
よ
り
は
、
哲
学
的
理
論
を
探
究
す
る
ほ
う
に
関
心
を
持
っ
た
。
逆
に
ア

っ
き
り
し
な
い
─
─
実
際
に
流
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
。

　
西
暦
三
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
の
伝
記
史
家
の
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
が
、
初
期
の
哲
学

に
つ
い
て
き
わ
め
て
読
み
や
す
い
（
だ
が
完
全
に
信
頼
性
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
）
歴
史
を
書
い
た
。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ

ス
に
よ
れ
ば
、
初
期
の
西
欧
哲
学
に
は
ふ
た
つ
の
系
列
が
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
の
系
列
は
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
と
と
も
に
は
じ

ま
り
、
イ
タ
リ
ア
学
派
と
呼
ば
れ
た
。
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
後
継
者
を
ず
っ
と
見
て
い
く
と
、
最
後
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
に
た

ど
り
着
く
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
は
ス
ト
ア
派
の
主
要
な
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
系
列
は
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド

ロ
ス
か
ら
は
じ
ま
り
、
イ
オ
ニ
ア
学
派
と
呼
ば
れ
た
。
こ
の
人
の
弟
子
が
ア
ナ
ク
シ
メ
ネ
ス
で
あ
り
、
ア
ナ
ク
サ
ゴ

ラ
ス
、
ア
ル
ケ
ラ
オ
ス
と
続
い
て
、
最
後
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
（
紀
元
前
四
六
九
～
三
九
九
）
に
た
ど
り
つ
く
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
非
凡
な
一
生
を
送
っ
た
。
彼
の
死
も
ま
た
尋
常
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
ア
テ
ネ
の
若
者
た
ち
を
堕

落
さ
せ
た
な
ど
の
罪
で
裁
判
に
か
け
ら
れ
、
ア
テ
ネ
市
民
に
よ
っ
て
死
刑
を
宣
告
さ
れ
て
、
ド
ク
ニ
ン
ジ
ン
を
あ
お

い
で
死
ん
だ
。
法
廷
で
情
に
す
が
る
な
り
、
宣
告
が
下
さ
れ
た
の
ち
逃
亡
す
る
な
り
す
れ
ば
、
こ
の
運
命
を
避
け
ら

れ
た
こ
と
だ
ろ
う
が
、
哲
学
的
信
念
か
ら
、
彼
は
あ
え
て
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
後
、
多
く
の
弟

子
た
ち
は
哲
学
を
続
け
、
自
分
た
ち
も
ま
た
弟
子
を
と
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弟
子
の
な
か
で
最
も
有
名
な
プ
ラ
ト

ン
は
ア
カ
デ
メ
イ
ア
学
派
を
設
立
し
、
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ポ
ス
は
キ
ュ
レ
ネ
学
派
を
設
立
し
た
。
ま
た
エ
ウ
ク
レ
イ
デ

ス
は
メ
ガ
ラ
学
派
、
パ
イ
ド
ン
は
エ
リ
ス
学
派
、
そ
し
て
ア
ン
テ
ィ
ス
テ
ネ
ス
は
犬
儒
学
派
を
設
立
し
て
い
る
。
ソ

ク
ラ
テ
ス
以
前
の
哲
学
活
動
が
小
さ
な
滴
り
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
後
、
そ
れ
は
文
字
ど
お
り
奔
流

と
な
っ
た
。

　
な
ぜ
、
哲
学
に
対
す
る
関
心
が
こ
れ
ほ
ど
爆
発
的
に
増
え
た
の
か
？
　
ひ
と
つ
の
理
由
と
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
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の
ア
ピ
ー
ル
の
両
方
を
含
ん
だ
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
教
え
ら
れ
た
。
彼
ら
が
強
調
し
た
の
は
、
ど
ん
な
主
張
で
あ
っ
て
も
、

賛
成
と
反
対
両
方
の
説
得
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
論
争
の
ス
キ
ル
と
と
も
に
、
そ
う
や
っ
て
工
夫
し
た
議

論
を
効
果
的
に
伝
え
る
た
め
の
「
話
す
ス
キ
ル
」
も
ま
た
教
え
ら
れ
た
。

　
親
た
ち
は
ま
た
、
子
ど
も
の
教
育
を
哲
学
者
に
任
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
同
じ
く
哲
学
者
も
ま
た

説
得
の
た
め
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
教
え
た
が
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
違
っ
て
、
感
情
へ
の
ア
ピ
ー
ル
は
避
け
ら
れ
た
。
も
う

ひ
と
つ
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
違
っ
て
哲
学
者
は
、
生
徒
に
説
得
の
方
法
を
教
え
る
だ
け
で
な
く
、
い
か
に
よ
く
生
き
る

か
を
教
え
る
べ
き
だ
と
考
え
た
。
歴
史
家
の
Ｈ
・
Ｉ
・
マ
ル
ー
の
言
う
よ
う
に
、
彼
ら
は
「
教
育
の
道
徳
的
側
面
で

あ
る
人
格
と
精
神
の
発
達
」
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
多
く
の
哲
学
者
た
ち
は
、
生
徒
に
人
生
の
哲
学
を

提
供
す
る
こ
と
に
な
り
、
人
生
に
お
い
て
ど
ん
な
も
の
が
追
求
す
る
価
値
が
あ
る
か
を
教
え
、
ま
た
そ
れ
を
追
求
す

る
た
め
の
最
も
良
い
方
法
を
助
言
し
た
。

　
住
み
込
み
の
家
庭
教
師
と
し
て
哲
学
者
を
雇
っ
た
親
た
ち
も
い
た
。
た
と
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
マ
ケ
ド
ニ

ア
王
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
二
世
に
雇
わ
れ
て
息
子
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
、
の
ち
の
「
大
王
」
の
家
庭
教
師
と
な
っ
た
。

家
庭
教
師
を
雇
う
余
裕
の
な
い
親
た
ち
は
息
子
た
ち
を
哲
学
の
学
校
へ
と
送
り
込
ん
だ
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
後
、
こ

れ
ら
の
学
校
は
ア
テ
ナ
イ
文
化
の
ひ
と
つ
の
華
と
な
っ
た
。
そ
し
て
紀
元
前
二
世
紀
、
ロ
ー
マ
が
ア
テ
ナ
イ
文
化
に

魅
了
さ
れ
る
と
と
も
に
、
哲
学
の
学
校
は
ロ
ー
マ
に
も
ま
た
出
現
し
は
じ
め
た
の
だ
っ
た
。

　
い
ま
で
は
も
う
哲
学
の
学
校
は
な
い
。
こ
れ
は
残
念
な
こ
と
だ
。
た
し
か
に
ま
だ
学
校
で
は
哲
学
が
教
え
ら
れ
て

い
る
。
正
確
に
言
え
ば
、
大
学
の
哲
学
部
の
な
か
だ
。
だ
が
哲
学
部
が
果
た
す
文
化
的
役
割
は
、
古
代
の
哲
学
学
校

ン
テ
ィ
ス
テ
ネ
ス
が
最
も
感
銘
を
受
け
た
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
生
き
方
そ
の
も
の
で
あ
り
、
彼
が
設
立
し
た
犬
儒

学
派
は
理
論
化
を
避
け
て
、
も
っ
ぱ
ら
良
き
人
生
を
送
る
に
は
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
人
び
と
に
助
言
し

た
。

　
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
死
ん
だ
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
プ
ラ
ト
ン
と
ア
ン
テ
ィ
ス
テ
ネ
ス
の
な
か
に
分
裂
し
た
か
の
よ
う
だ

っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
理
論
へ
の
関
心
を
受
け
継
ぎ
、
ア
ン
テ
ィ
ス
テ
ネ
ス
の
ほ
う
は
良
き
人
生
を
生

き
る
こ
と
へ
の
関
心
を
受
け
継
い
だ
。
哲
学
の
こ
の
ふ
た
つ
の
側
面
が
、
こ
の
あ
と
の
二
千
年
に
わ
た
っ
て
と
も
に

栄
え
た
と
し
た
ら
、
ど
れ
ほ
ど
良
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
う
す
れ
ば
人
び
と
は
、
哲
学
理
論
だ
け
で
な
く
、
哲
学
を
み

ず
か
ら
の
生
活
に
応
用
す
る
こ
と
も
ま
た
学
べ
た
だ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。
哲
学
の
理
論
的

側
面
は
栄
え
た
も
の
の
、
実
際
的
側
面
の
ほ
う
は
衰
退
し
た
の
で
あ
る
。

　
古
代
ペ
ル
シ
ア
の
よ
う
な
独
裁
政
治
の
も
と
で
は
、
政
府
の
役
人
に
と
っ
て
、
読
み
書
き
、
算
術
の
能
力
は
重
要

だ
っ
た
が
、
人
び
と
を
説
得
す
る
能
力
は
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
。
役
人
に
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
は
命
令
を
与
え
る

こ
と
だ
け
で
、
権
力
下
に
あ
っ
た
人
び
と
は
た
め
ら
う
こ
と
な
く
そ
れ
に
従
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
民
主
主
義
が

勃
興
し
た
ギ
リ
シ
ャ
と
ロ
ー
マ
で
は
、
他
の
人
び
と
を
説
得
で
き
る
人
物
が
、
政
治
や
法
律
の
世
界
で
最
も
成
功
す

る
見
込
み
が
あ
っ
た
。
な
か
ば
こ
の
理
由
か
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
と
ロ
ー
マ
の
裕
福
な
親
た
ち
は
、
子
ど
も
の
中
等
教
育

が
終
わ
っ
た
あ
と
も
、
さ
ら
に
説
得
す
る
能
力
に
磨
き
を
か
け
る
た
め
、
教
師
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　
親
た
ち
は
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
〔
法
廷
の
弁
論
術
や
修
辞
法
な
ど
を
職
業
と
し
て
教
え
た
者
〕
に
頼
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ソ

フ
ィ
ス
ト
が
目
指
し
た
の
は
、
生
徒
を
議
論
に
勝
た
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
理
性
へ
の
ア
ピ
ー
ル
と
情
緒
へ
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