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本
の
知
識
人
・
学
者
の
あ
り
方
を
考
え
る
者
に
と
っ
て
も
、
必
読
の
文
献

と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
仕
事
を
発
表
し
え

た
著
者
に
深
い
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
多
く
の
方
に
手
に
と
っ
て
読

ん
で
い
た
だ
き
、
そ
の
延
長
線
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
の
道
が
開
か
れ
て

い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

 

（
早
稲
田
大
学
教
授
）

繁
田
真
爾
著

『「
悪
」
と
統
治
の
日
本
近
代

─
道
徳
・
宗
教
・
監
獄
教
誨
』

（
法
藏
館
・
二
〇
一
九
年
）

名
和
　
達
宣

　

本
書
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
「
統
治
」
と
い
う
経
験
に
つ
い
て
、
統

治
権
力
の
形
成
史
と
、
統
治
＝
矯
正
の
対
象
と
さ
れ
た
主
体

─
し
ば
し

ば
「
悪
」
と
し
て
表
象
さ
れ
る
逸
脱
者
た
ち

─
の
両
側
に
光
を
当
て
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
全
体
像
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
た
労
作
で
あ
る
。

二
〇
一
七
年
に
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
よ
り
学
位
を
受
け
た
博

士
論
文
が
、
加
筆
修
正
の
う
え
ま
と
め
直
さ
れ
た
も
の
で
、
著
者
に
と
っ

て
は
初
の
単
著
と
な
る
。
全
体
の
構
成
は
以
下
の
通
り
。

　

序　

章　

近
代
日
本
の
統
治
と
仏
教

　
　

第
Ⅰ
部　

創
ら
れ
た
規
範

─
国
民
道
徳
の
形
成

第
一
章　

近
代
日
本
に
お
け
る
国
民
道
徳
論
の
形
成
過
程

─
明
治
期

の
井
上
哲
次
郎
に
み
る

第
二
章　

一
九
〇
〇
年
前
後
日
本
に
お
け
る
国
民
道
徳
論
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
構
造

─
井
上
哲
次
郎
と
二
つ
の
「
教
育
と
宗
教
」
論
争
に
み

る

　
　

第
Ⅱ
部　
「
悪
」
と
宗
教

─
清
沢
満
之
を
中
心
に

第
三
章　

日
清
戦
争
前
後
の
真
宗
大
谷
派
教
団
と
「
革
新
運
動
」

─
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清
沢
満
之
「
精
神
主
義
」
の
起
原

第
四
章　

清
沢
満
之
「
精
神
主
義
」
再
考

─
明
治
後
半
期
の
社
会
と

「
悪
人
の
宗
教
」

　
　

第
Ⅲ
部　

刑
罰
と
宗
教

─
監
獄
教
誨
の
歴
史

第
五
章　
「
監
獄
教
誨
」
の
誕
生

─
明
治
一
〇
・
二
〇
年
代
に
お
け

る
刑
罰
と
宗
教

第
六
章　

異
端
的
教
誨
師
と
囚
人
た
ち

─
明
治
三
〇
年
代
に
お
け
る

「
清
沢
的
契
機
」

結　

章　
「
悪
」
と
統
治
の
日
本
近
代

　

こ
の
う
ち
第
二
章
か
ら
第
四
章
は
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
一
年
の

期
間
に
発
表
さ
れ
た
論
文
が
再
録
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
以
外
は
博
士
論

文
な
ら
び
に
単
行
本
化
に
際
し
て
書
き
お
ろ
さ
れ
た
新
稿
と
の
こ
と
。

一
、
基
本
視
座

─
方
法
と
し
て
の
清
沢
満
之

　

序
章
で
は
、
初
め
に
「
本
書
の
前
提
」
と
し
て
、「
方
法
と
し
て
の
清

沢
満
之
」
と
い
う
視
座
が
標
榜
さ
れ
る
（
五
頁
）。「
あ
と
が
き
」
に
記
さ

れ
た
回
顧
と
告
白
か
ら
推
す
る
に
、
著
者
が
対
話
の
相
手
と
し
て
第
一
に

意
識
し
て
い
る
の
は
、
直
接
的
な
研
究
指
導
を
受
け
た
安
丸
良
夫
の
民
衆

思
想
史
研
究
（
安
丸
思
想
史
）
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。「
方
法
と
し

て
の
〜
」
と
い
う
謂
い
は
、
安
丸
の
名
著
『〈
方
法
〉
と
し
て
の
思
想
史
』

（
校
倉
書
房
、
一
九
九
六
年
）
よ
り
啓
発
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ

こ
で
の
定
義
に
照
ら
せ
ば
、「
方
法
と
し
て
の
清
沢
満
之
」
と
は
「
清
沢

（
の
思
想
）
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
清
沢
（
の
思
想
）
を
方
法
と
し
て
歴
史

を
あ
つ
か
う
」
と
い
う
意
味
と
な
る
。
そ
の
こ
と
が
、
本
書
で
は
よ
り
具

体
的
に
「
清
沢
思
想
に
つ
い
て
の
内
在
的
な
研
究
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、

そ
こ
か
ら
視
点
を
反
転
さ
せ
、
清
沢
思
想
を
通
し
て
み
た
近
代
日
本

─

と
く
に
近
代
的
統
治
や
そ
こ
で
の
「
悪
」
の
統
治
の
あ
り
方

─
を
批
判

的
に
問
い
直
そ
う
と
す
る
」（
六
頁
）
と
言
い
表
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
序
章
で
も
う
一
つ
、
鍵
概
念
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
が
「
自
己

の
統
治
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
「
統
治
」
論
か
ら

示
唆
を
得
た
概
念
で
あ
り
、
統
治
権
力
に
よ
る
「
他
者
の
統
治
」
と
は
対

立
す
る
契
機
を
も
つ
こ
と
が
特
に
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。「
自
己
の
統

治
」
と
い
う
「
実
践
の
次
元
」
に
光
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
従
来

の
支
配
─
被
支
配
と
い
う
固
定
的
（
古
典
的
）
な
権
力
理
解
を
回
避
し

な
が
ら
、
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
展

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

望
に
立
っ
て
、
近
代
日
本
に
お

け
る
「
統
治
」
の
歴
史
を
探
究
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
は
ず
」（
九
頁
）

と
い
う
の
だ
。
さ
ら
に
そ
の
探
究
は
、
こ
れ
ま
で
の
思
想
史
研
究
で
お
な

じ
み
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
「
内
面
─
社
会
」
図
式
、
つ
ま
り
あ
る
思
想

を
内
面
性
か
社
会
性
の
ど
ち
ら
か
の
指
標
に
振
り
分
け
る
二
項
対
立
的

な
関
係
と
み
な
す
思
想
史
理
解
（
方
法
）
の
問
い
直
し
へ
と
つ
な
が
る
と

も
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
こ
の
「
自
己
の

統
治
」
は
、
非
社
会
的
で
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
内
面
主
義
と
い
う
よ
り
も
む

し
ろ
、「
近
代
を
生
き
る
人
間
の
自
由
に
と
っ
て
不
可
欠
な
条
件
」
と
し

て
、
注
意
深
く
理
解
さ
れ
る
べ
き
実
践
で
あ
る
こ
と
が
付
言
さ
れ
る
（
一

一
頁
）。

　

さ
ら
に
序
章
で
は
、
近
代
仏
教
史
研
究
の
現
状
に
対
す
る
問
題
意
識
が
、
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そ
の
開
拓
者
た
る
吉
田
久
一
の
研
究
に
ふ
れ
ら
れ
な
が
ら
、「
内
面
」
対

「
社
会
」
と
い
う
「
二
項
対
立
的
契
機
に
よ
る
歴
史
の
構
造
化
と
、
そ
れ

が
統
一
さ
れ
た
状
態
を
理
想
と
す
る
批
判
的
立
場
」（
一
四
頁
）
に
対
す

る
問
い
直
し
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
明
快

な
対
抗
軸
の
設
定
が
、
吉
田
の
研
究
に
独
自
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
緊
張
を

与
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
書
で
注
目
す
る
「
悪
」
の
思
想
な
ど
の
も

つ
「
複
雑
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
内
在
的
に
迫
る
」（
一
六
頁
）
と
い
う
点

に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
多
く
の
課
題
を
残
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

そ
う
し
て
序
章
で
は
、
最
後
に
「
悪
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
現

代
政
治
理
論
や
宗
教
・
思
想
史
研
究
、
哲
学
・
倫
理
学
の
分
野
に
お
け
る

研
究
動
向
が
確
か
め
ら
れ
た
う
え
で
、
著
者
独
自
の
展
望
が
示
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
書
の
研
究
が
目
指
す
の
は
、「
悪
」
と
は
何
か
を
問
う
本

質
論
で
は
な
く
、「「
悪
」
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
統
治
権
力
が
ど
の
よ
う

に
統
治
し
、
逆
に
「
悪
」
と
み
な
さ
れ
た
も
の
は
統
治
権
力
の
前
で
ど
の

よ
う
に
振
る
舞
お
う
と
し
た
の
か
」（
二
三
頁
）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
「
悪
」
へ
の
省
察
が

─
統
治
権
力
に

支
配
さ
れ
る
従
順
な
主
体
で
は
な
く

─
「
自
己
の
統
治
」
を
追
求
す
る

主
体
を
い
か
に
し
て
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
歴
史
的

経
験
と
し
て
跡
づ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
の
だ
。
そ
し
て
そ
の

際
、
核
心
に
見
据
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
近
代
日
本
で
初
め
て
「
悪
」

を
問
題
化
し
た
哲
学
者
」
と
評
価
さ
れ
る
、
清
沢
満
之
の
思
想
で
あ
る
。

　

さ
て
、
著
者
が
清
沢
思
想
の
な
か
で
最
も
注
目
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
と
し

て
挙
げ
る
の
は
、「（
道
徳
＝
善
の
実
践
不
可
能
性
と
い
う
経
験
か
ら
導
か

れ
た
）
自
己
の
有
限
性
の
認
識
か
ら
出
発
し
、
そ
こ
か
ら
、
自
他
と
も
に

免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
悪
」
の
問
題
を
発
見
し
た
こ
と
」（
二
五
頁
）

で
あ
り
、
清
沢
は
こ
の
「
悪
」
の
問
題
を
中
心
原
理
と
し
て
「
自
己
の
罪

悪
に
苦
し
む
人
間
の
救
済
を
め
ざ
し
た
信
仰
運
動
」（
同
前
）
を
展
開
し

た
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
信
仰
運
動
は
、
当
時
の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で

あ
っ
た
国
民
道
徳
論
と
は
異
質
な
地
平
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
清
沢

晩
年
の
「
精
神
主
義
」
と
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
興
起
さ
れ
た
真
宗
教
団
の

「
革
新
運
動
」
と
は
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た
点
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
れ
は

第
Ⅱ
部
の
要
点
が
前
提
的
に
示
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
著
者
は
こ
の
清
沢
の

「
思
想
」
と
「
実
践
」
の
う
ち
に
、
近
代
的
統
治
の
前
提
そ
の
も
の
を
も

否
定
し
う
る
「
断
絶
の
契
機
」（
二
六
頁
）
を
見
出
す
。

　

ま
た
著
者
が
そ
の
契
機
の
具
体
的
な
展
開
と
し
て
目
を
向
け
る
の
は
、

「
他
者
の
統
治
」
の
象
徴
た
る
監
獄
に
お
い
て
、「
悔
善
遷
善
」
の
実
践

に
努
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
不
可
能
性
（
困
難
）
に
衝

突
し
、
囚
徒
た
ち
の
境
遇
や
「
悪
」
に
何
ほ
ど
か
の
共
感
を
抱
く
に
至
っ

た
教
誨
師
た
ち
の
経
験
で
あ
る
。
著
者
は
、
そ
う
い
っ
た
近
代
的
統
治
の

オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
道
か
ら
外
れ
た
教
誨
師
た
ち
を
「
異
端
的
教
誨
師
」

と
呼
び
、
彼
ら
が
監
獄
教
誨
の
歴
史
に
登
場
し
て
き
た
事
態
を
「
清
沢
的

契モ
メ

機ン
ト

」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
こ
う
し
た
異
端
的
教
誨
師
た
ち
の
「
困
難
の

経
験
に
こ
そ
、
清
沢
た
ち
の
「
悪
」
の
思
想
は
リ
ア
ル
に
響
き
合
う
も
の

を
も
っ
て
い
た
」（
二
七
頁
）
と
述
べ
、
さ
ら
に
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
忘

れ
ら
れ
た
彼
ら
の
系
譜
の
な
か
に
「
清
沢
思
想
の
も
っ
と
も
本
質
的
な
継

承
を
み
よ
う
と
し
て
い
る
」（
三
〇
頁
）
と
、
少
々
大
胆
な
提
言
を
し
て
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い
る
。
そ
れ
が
、
暁
烏
敏
や
曽
我
量
深
と
い
っ
た
著
名
な
門
弟
た
ち
を
通

し
て
そ
の
思
想
継
承
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
従
来
の
清
沢
研
究
と
は
決
定

的
に
異
な
る
、「
本
研
究
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
」
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。

二
、
本
論
（
第
Ⅰ
部
～
第
Ⅲ
部
）
の
要
点

　

本
論
各
部
で
は
、
序
章
で
前
提
的
に
示
さ
れ
た
観
点
に
基
づ
き
、
国
家

主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
あ
る
井
上
哲
次
郎
に
焦
点
を
当
て
た
国
民
道

徳
論
の
形
成
史
（
第
Ⅰ
部
）、
清
沢
満
之
「
精
神
主
義
」
の
再
考
論
（
第
Ⅱ

部
）、
異
端
的
教
誨
師
に
焦
点
を
当
て
た
監
獄
教
誨
の
歴
史
（
第
Ⅲ
部
）
が

詳
論
さ
れ
て
い
く
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
第
Ⅰ
部
と
第
Ⅲ
部
は
近
代
日
本
に

お
け
る
「
他
者
の
統
治
」
を
支
え
た
二
つ
の
柱
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面

と
実
践
的
側
面
）
に
対
応
し
て
お
り
、
第
Ⅱ
部
は
本
書
の
研
究
の
「
方
法

論
的
な
起
点
」（
二
九
頁
）
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
個

別
の
論
と
し
て
も
読
み
応
え
が
あ
り
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
溢
れ
る
視
点
が

随
所
に
見
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
、
第
Ⅰ
部
の
第
一
章
で
は
、
井
上
哲
次
郎
が
い
か
に
「
近
代
」

と
向
き
合
お
う
と
し
て
い
た
か
に
重
点
が
置
か
れ
た
う
え
で

─
結
局
は

修
徳
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
に
帰
着
す
る
も
の
の

─
そ
の
人
間
観
の
根
底

に
は
「
人
ハ
誰
レ
シ
モ
完
全
ナ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
」
と
い
う
リ
ア
リ
ズ
ム

も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
五
七
頁
）。
こ
の
点

は
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
必
ず
し
も
注
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
重
要
な

視
点
と
言
え
よ
う
。
ま
た
第
二
章
で
は
、
国
民
道
徳
論
が
決
し
て
ス
タ
テ

ィ
ッ
ク
な
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
既
成
宗
教
と
の
相
克
に
よ
る
揺
ら
ぎ

（
軌
道
修
正
）
や
葛
藤
を
孕
ん
で
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
点
も
本
書
の
主
題
に
根
差
し
た
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

　

続
く
第
Ⅱ
部
で
は
、
ま
ず
第
三
章
で
「
内
面
─
社
会
」
図
式
の
問
題
が

指
摘
さ
れ
た
う
え
で
、
清
沢
の
「
精
神
主
義
」
は
、
従
来
の
研
究
で
言

わ
れ
て
き
た
よ
う
な
（
単
な
る
）
内
面
主
義
で
は
な
く
、
そ
の
起
原
に
は
、

き
わ
め
て
合
理
的
・
実
践
的
な
「
革
新
運
動
」
が
あ
っ
た
点
が
強
調
さ
れ

る
。
続
く
第
四
章
で
も
、
真
宗
大
谷
派
教
団
の
「
革
新
運
動
」
は
、
清
沢

思
想
の
も
つ
実
践
的
性
格
が
最
も
外
向
的
に
表
現
さ
れ
た
例
で
あ
り
、
そ

の
思
想
と
実
践
と
の
不
可
分
性
は
、
晩
年
の
「
精
神
主
義
」
ま
で
変
わ
ら

な
い
重
要
な
特
徴
で
あ
る
点
が
念
押
し
さ
れ
る
（
一
六
四
頁
）。
加
え
て

こ
の
章
で
は
、「
否
定
の
方
法
」
や
「
悪
人
の
宗
教
」
と
い
う
視
座
に
注

目
し
つ
つ
、
清
沢
「
精
神
主
義
」
の
再
考
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
特
筆

す
べ
き
は
、
そ
の
思
想
が
有
す
る
独
自
の
否
定
性
の
立
場
が
、「
部
分
否

定
」
と
い
う
謂
い
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

立
場
の
起
点
た
る
「
有
限
性
の
自
覚
」
に
つ
い
て
は
、
名
古
屋
九
人
斬
事

件
（
一
九
〇
二
年
）
に
際
し
て
清
沢
が
発
し
た
「
…
…
罪
に
泣
く
人
に
向

て
罪
を
責
む
、
嗚
呼
亦
惨
な
り
、
彼
等
安
ん
ぞ
救
済
の
門
に
入
る
を
得
ん

や
。
我
等
の
宗
教
は
倫
理
の
宗
教
に
非
ず
、
い
よ
〳
〵
悪
人
の
宗
教
と
銘

を
打
た
ん
か
な
と
」
と
い
う
言
葉
が
引
か
れ
た
う
え
で
、「
自
己
の
「
悪
」

に
対
す
る
ま
な
ざ
し
が
、
同
時
に
他
者
の
「
悪
」
に
つ
い
て
の
共
感
や
リ

ア
リ
ズ
ム
に
つ
な
が
っ
て
い
る
」（
一
七
八
頁
）
と
評
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
一
節
こ
そ
、
著
者
が
清
沢
の
思
想
か
ら
リ
ア
リ
ズ
ム
を
感
じ
取
っ
た
経

験
を
、
最
も
具
体
的
に
投
影
し
た
箇
所
で
あ
り
、
本
書
全
体
の
ハ
イ
ラ
イ
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ト
で
は
な
い
か
と
評
者
は
受
け
止
め
る
。

　

最
後
の
第
Ⅲ
部
で
は
、
ま
ず
第
五
章
で
監
獄
教
誨
の
形
成
史
、
よ
り
具

体
的
に
は
、
時
期
ご
と
の
担
い
手
や
教
誨
の
質
の
変
容
が
考
究
さ
れ
る
。

特
に
担
い
手
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
監
獄
教
誨
の
研
究
史

で
〝
通
説
〟
と
さ
れ
て
き
た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
真
宗
＝
監
獄
教
誨
」

起
源
説
に
対
し
、
疑
義
が
提
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
著
者
に
よ
れ
ば
、

教
団
史
と
し
て
の
性
格
が
強
い
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
く
そ
の
説
は
、
歴
史
的

理
解
と
し
て
妥
当
で
は
な
く
、「
監
獄
教
誨
の
形
成
史
は
、
キ
リ
ス
ト
も

含
め
た
諸
宗
教
の
活
動
と
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
な
か
に
こ
そ
探
究
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
」（
二
〇
二
頁
）
と
い
う
。
そ
こ
で
同
章
で
は
、
原
胤
昭

を
は
じ
め
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
誨
事
業
の
歴
史
が
確
か
め
ら
れ
た
う

え
で
、
明
治
二
〇
年
代
後
半
に
浄
土
真
宗
が
急
速
に
台
頭
し
出
し
た
動
向

と
そ
の
歴
史
的
背
景
が
掘
り
起
こ
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
こ
の
章
で
は
、
従

来
の
研
究
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
大
谷
派
の
監
獄

教
誨
師
・
藤
岡
了
空
に
関
す
る
重
厚
な
節
が
設
け
ら
れ
て
い
る
点
も
特
筆

す
べ
き
成
果
と
言
え
よ
う
。
藤
岡
が
「
監
獄
狂
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
に
監

獄
教
誨
に
身
を
捧
げ
な
が
ら
も
、
病
気
に
よ
っ
て
挫
折
し
、
後
に
は
「
自

ら
治
む
る
」
こ
と
を
人
生
の
第
一
義
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
経
験

を
、
著
者
は
清
沢
の
「
悪
」
の
思
想
と
同
様
、
近
代
的
統
治
に
対
す
る
根

源
的
な
問
い
を
投
げ
か
け
る
も
の
と
し
て
見
出
し
て
い
る
（
二
五
〇
頁
）。

　

続
く
第
六
章
で
は
、
こ
の
藤
岡
を
は
じ
め
と
す
る
「
異
端
的
教
誨
師
」

の
系
譜
に
光
が
当
て
ら
れ
、
さ
ら
な
る
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
く
。
序
章

で
も
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
一
九
〇
〇
年
前
後
か
ら
一
部
の
教
誨
師
た

ち
の
間
で
「
悪
」
を
共
感
的
・
内
在
的
に
見
つ
め
よ
う
と
す
る
眼
が
開
か

れ
て
き
た
こ
と
を
、
著
者
は
「
異
端
的
」
と
押
さ
え
た
う
え
で
、
清
沢
の

信
仰
運
動
に
通
じ
る
立
場
で
あ
る
と
見
定
め
、「
清
沢
的
契モ

メ
機ン

ト
」
と
呼
ぶ
。

「
清
沢
的
」
あ
る
い
は
「
異
端
的
」
と
冠
せ
ら
れ
る
よ
う
な
契
機
に

─

今
日
に
ま
で
貫
か
れ
る

─
近
代
日
本
の
統
治
権
力
に
対
す
る
否
定
性
の

可
能
性
を
求
め
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
そ
れ
が
本
書
の
眼
目
で
あ
ろ
う
。

三
、
い
く
つ
か
の
問
い

　

評
者
が
著
者
の
繁
田
氏
の
研
究
に
初
め
て
触
れ
た
の
は
、
二
〇
一
三
年

五
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
年
翌
月
に
『
天
皇
制
国
家
と
「
精
神
主
義
」

─
清
沢
満
之
と
そ
の
門
下
』（
法
藏
館
）
の
出
版
を
控
え
て
い
た
近
藤

俊
太
郎
氏
よ
り
、
論
敵
（
ラ
イ
バ
ル
）
の
研
究
と
し
て
、
本
書
の
第
四
章

に
収
録
さ
れ
た
「
精
神
主
義
」
再
考
論
を
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

当
時
、
清
沢
研
究
の
本
格
的
な
始
動
を
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
評
者
は
、

思
想
史
研
究
の
立
場
か
ら
多
角
的
に
論
究
さ
れ
た
そ
の
論
か
ら
多
大
な
衝

撃
を
受
け
、
こ
と
に
二
項
対
立
的
な
図
式
に
対
し
て
疑
問
を
呈
す
る
姿
勢

に
激
し
く
震
撼
し
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
真
宗
教
学
を
専
門
と
す
る

評
者
に
は
、「
部
分
否
定
」
と
い
う
語
を
も
っ
て
示
さ
れ
る
視
座
は
首
肯

し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
例
え
ば
「
有
限
者
が
現
世
に
あ
り
な
が

ら
、
無
限
へ
と
部
分
的
に

0

0

0

0

到
達
す
る
道
を
追
求
す
る
こ
と
」（
一
六
〇
頁
）

と
言
い
表
さ
れ
て
お
り
、
清
沢
が
真
宗
教
義
の
「
現
生
正
定
聚
」
を
考
究

し
た
言
説
を
独
自
に
解
釈
し
た
も
の
と
推
測
で
き
た
が
、「
無
限
へ
と
部

分
的
に
到
達
す
る
な
ど
あ
り
得
な
い
」
と
、
強
い
反
発
を
お
ぼ
え
た
。
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と
こ
ろ
が
、
何
度
も
そ
の
論
を
読
み
返
す
う
ち
に
、
次
第
に
繁
田
氏
が

「
部
分
（
的
）」
と
い
う
語
で
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
、
決
し
て
ス

タ
テ
ィ
ッ
ク
な
境
地
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
動
態
的
で
実
践
的
な
思
想
的

立
場
で
あ
る
と
受
け
と
め
直
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
視
座
に
、

真
宗
教
学
・
歴
史
学
・
哲
学
と
い
っ
た
専
門
分
野
を
越
境
し
て
の
対
話
の

可
能
性
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
は
清
沢
研
究
を
場
と
し
て
異
領

域
間
の
対
話
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
も
な
っ
た

（
そ
の
構
想
は
、
や
が
て
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
主
催
「
清
沢
満
之
研
究
交
流
会
」

と
し
て
結
実
し
、
繁
田
氏
に
も
二
〇
一
六
年
に
登
壇
い
た
だ
い
た
）。

　

そ
の
た
め
、
評
者
は
こ
の
「
部
分
否
定
」
と
い
う
一
見
理
解
困
難
な
思

想
概
念
に
多
大
な
魅
力
と
可
能
性
を
感
じ
て
お
り
、
本
書
の
刊
行
の
報
を

受
け
た
時
も
、
そ
れ
が
全
体
の
論
旨
に
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
強
調
さ

れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
期
待
に
胸
を
膨
ら
ま
せ
た
。
し
か
し
い
ざ
披
い
て

み
る
と
、
な
ぜ
か

0

0

0

「
精
神
主
義
」
再
考
論
を
個
別
に
読
ん
だ
時
ほ
ど
の
衝

撃
は
得
ら
れ
ず
、
全
体
と
し
て
は
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
の
印
象
を

受
け
た
（
現
に
第
Ⅰ
部
・
第
Ⅲ
部
に
そ
の
語
自
体
は
登
場
し
な
い
）。
そ
の
理

由
と
し
て
第
一
に
、
本
書
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
再
録
さ
れ
た
既
発
表
論
文
と

新
稿
と
が
、
必
ず
し
も
有
機
的
に
連
関
し
て
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ

う
。
ま
た
、「
自
己
の
統
治
／
他
者
の
統
治
」
と
い
う
概
念
を
軸
に
全
体

を
括
ろ
う
と
し
た
が
た
め
に
、「
部
分
否
定
」
が
後
景
に
退
く
と
と
も
に
、

本
来
批
判
を
投
げ
か
け
て
い
た
は
ず
の
二
項
対
立
的
な
図
式
に
傾
い
て
し

ま
っ
た
か
の
よ
う
に
も
映
る
。
私
見
で
は
、「
部
分
否
定
」
は
著
者
の
研

究
を
象
徴
す
る
鍵
概
念
と
な
る
に
違
い
な
い
と
考
え
る
。
ぜ
ひ
と
も
向
後

の
著
作
で
は
、
よ
り
強
調
し
た
議
論
を
展
開
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

ま
た
、
本
書
よ
り
喚
起
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
問
い
は
、「
悪
」
を
捉
え

る
視
座
を
め
ぐ
る
も
の
だ
。
本
書
で
は
、
清
沢
の
「
悪
」
の
思
想
も
し
く

は
「
清
沢
的
契
機
」
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
悪
」
の
観
念
や
西
洋
哲
学
に

お
け
る
「
根
源
悪
」
の
系
譜
に
照
ら
し
て
考
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
清
沢
に
見
出
さ
れ
る
「
悪
」
の
思
想
の
ル
ー
ツ
は
、
や
は
り
そ
の
背

景
に
あ
る
（
は
ず
の
）
親
鸞
思
想
も
し
く
は
他
力
信
仰
に
求
め
る
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
評
者
が
手
が
か
り
に
な
る
と
考
え

る
の
は
、
清
沢
門
下
の
吉
田
賢
龍
に
よ
る
、「
先
生
は
人
間
の
弱
い
も
の

で
あ
る
こ
と
を
確
か
に
認
め
て
居
ら
れ
た
故
、
一
つ
か
み
に
之
を
外
よ
り

非
難
す
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
た
と
見
え
る
。
こ
の
人
間
の
薄
弱
を
認
め
て

居
ら
れ
た
こ
と
、
こ
れ
先
生
が
竟
に
他
力
信
仰
に
入
ら
る
ゝ
や
う
に
な

つ
た
一
原
因
で
あ
ら
う
」（
法
藏
館
版
『
清
沢
満
之
全
集
』
第
八
巻
、
二
四
〇

頁
）
と
い
う
述
懐
で
あ
る
。「
悪
」
の
問
題
を
、
こ
の
「
弱
さ
」
と
い
う

観
点
を
踏
ま
え
て
問
い
直
す
こ
と
に
よ
り
、
親
鸞
思
想
（
悪
人
正
機
、
凡

夫
往
生
）
に
還
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
、
ま
た
本
書
で
重
要
視
さ
れ
て
い

る
「
自
己
の
統
治
」
の
不
可
能
性
や
他
者
へ
の
共
感
と
い
う
視
座
を
、
よ

り
現
実
的
に
捉
え
直
す
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
る
が
、
如
何
。

　

以
上
、
少
々
評
者
自
身
の
関
心
に
寄
せ
過
ぎ
た
問
い
を
提
示
し
た
も
の

の
、
も
ち
ろ
ん
本
書
の
研
究
史
的
意
義
が
損
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

多
く
の
人
々
に
越
境
的
に
読
ま
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
書
を
通
し
て
さ
ら

な
る
対
話
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
、
心
底
よ
り
願
っ
て
い
る
。

 

（
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
所
員
）
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