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人
生
の
囲
的
な
い
し
は
、
わ
れ
わ
れ
の
求
め
る
「
善
き
も
の
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
調
和
の
あ
る
、
触
発
な
、
満
ち
足
り
た

騰
験
を
得
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
世
界
の
美
を
煙
し
み
、
ま
た
他
人
が
そ
れ
を
節
し
む
の
を
助
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ

う
か
。
愛
と
理
解
を
身
に
つ
け
、
ま
た
他
の
人
々
に
も
得
さ
せ
る
よ
う
に
そ
れ
ら
を
喚
び
さ
ま
し
て
や
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

は
し
ば
し
ば
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
な
免
解
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
述
べ
た
限
り
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
誰
し
も
が
そ
う

い
っ
た
見
解
を
受
け
容
れ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
果
し
て
十
分
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
人
生
の
究
極
的
総
括
的
目
的
を
わ

れ
わ
れ
に
與
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
恐
ら
く
は
、
入
生
の
賢
的
は
、
死
後
の
よ
り
良
き
生
の
た
め
の
準
備
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ー
ー
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ル
ヴ
ア
　
ナ

こ
の
地
上
で
再
び
他
の
人
間
或
い
は
動
物
の
か
ら
だ
に
生
ま
れ
か
わ
る
に
せ
よ
、
或
い
は
樂
園
と
か
、
天
國
と
か
、
渥
　
樂
の
境
地
に
生

ま
れ
か
わ
る
に
も
せ
よ
一
。
こ
れ
は
通
俗
的
宗
教
に
共
通
し
た
漫
芸
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
と
園
教
に
も
こ
の
見
解
の
或
形
式
が
見

ら
れ
、
ま
た
ヒ
ン
ズ
ー
教
と
佛
常
置
宗
派
に
は
そ
れ
の
数
多
く
の
形
式
が
晃
ら
れ
る
。
こ
の
通
俗
宗
教
的
見
解
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
矛

　
　
　
　
人
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題
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
人
生
に
あ
っ
て
倫
理
的
に
生
き
、
相
互
に
愛
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
後

の
よ
り
良
き
生
に
値
い
す
る
こ
と
が
出
來
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
で
も
な
お
、
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

に
、
こ
の
見
解
は
こ
の
生
を
、
心
隈
に
重
要
な
鳳
つ
の
爵
的
、
す
な
わ
ち
、
も
し
そ
れ
が
達
せ
ら
れ
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
死
後
に
於
け

る
わ
れ
わ
れ
の
永
遠
の
幸
爾
（
2
Φ
蕃
馨
ぎ
σ
q
冨
電
附
器
ω
ω
）
に
到
る
、
一
手
段
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
目
的
に
到
達
す
る

可
能
性
は
、
何
ら
明
ら
か
な
讃
擦
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
少
く
と
も
わ
れ
わ
れ
の
多
く
の
者
に
と
っ
て
は
、
死
後
に
天
醐
や
地
獄
に

よ
み
が
え
る
こ
と
も
、
他
の
か
ら
だ
に
轄
生
す
る
こ
と
も
、
既
知
の
事
實
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
こ
の
見
解
は
、
他
者
に
封
ず
る
寛
仁
が
費
は
利
己
（
ω
①
騨
ぎ
冨
同
霧
梓
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
と
い
う
の
は
、
寛
仁
が
永
遽
の
下
編
に
蓮
し
永
遠
の
苦
し
み
を
避
け
る
た
め
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
は
、

生
の
意
味
は
む
し
ろ
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
愛
の
動
機
よ
り
生
き
る
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
う
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
局
わ
れ
わ
れ
は
軍
に
、
自
分
自
身
の
利
盆
に
仕
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
將
來
の
生
と
の
比
較
に
お

い
て
は
、
な
に
ご
と
も
重
要
で
な
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
恐
ら
く
將
來
の
生
な
ど
無
い
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
困
難
な
閣
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
々
人
の
生
の
果
て
し
な
き
纏
綴
は
、
た
と
い
そ
れ
が
樂
園
に
於
て
穿
あ
っ
て
も
、
果
し

て
望
ま
し
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
…
問
題
で
あ
る
。
人
間
と
い
う
も
の
は
、
経
験
の
無
罪
の
纈
起
に
値
い
す
る
も
の
、
或
い
は
耐
え
得
る

も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
無
限
の
章
節
を
持
つ
本
の
如
き
も
の
、
或
い
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
最
終
行
の
な
い
詩
の
如
き
も
の
、

或
い
は
無
数
の
愛
奏
を
妙
な
う
主
旋
律
の
如
き
も
の
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
岡
じ
主
旋
律
の
憂
奏
麟
は
暫
ら
く
と
す
る

と
、
き
っ
と
つ
ま
ら
な
く
退
屈
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
私
に
し
て
も
、
私
の
知
っ
て
い
る
他
の
入
た
ち
に
し
て
も
、
無
数
の

表
現
に
堪
え
得
る
程
の
個
人
的
な
話
題
を
も
つ
て
い
る
と
は
信
ぜ
ら
れ
な
い
。
要
す
る
に
、
薪
奇
さ
を
求
め
る
と
こ
ろ
に
「
生
き
る
こ
と

の
妙
味
」
（
器
。
。
け
。
｛
奪
ぎ
α
q
）
が
あ
る
。
幼
年
、
膏
年
の
時
代
に
は
、
事
物
は
新
鮮
で
刺
激
的
で
あ
る
。
五
十
年
た
ち
百
年
た
て
ば
新
奇

さ
の
多
く
は
溝
え
去
る
。
か
く
て
は
、
五
萬
年
の
後
に
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
の
新
奇
さ
の
問
題
の
解
決
は
「
死
」
で
あ
る
。
私
は
二
・
三
の
例
外
を
除
い
て
、
な
ぜ
哲
尊
者
が
こ
の
事
を
語
ら
な
か
っ
た
の
か
聴

ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
死
ん
で
漸
し
い
世
代
に
道
を
譲
る
。
新
し
い
世
代
の
一
人
一
人
は
、
新
し
い
人
格
を
も
ち
新
し
い
主
旋
律
を
も
っ

て
畠
零
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
無
限
の
攣
奏
曲
に
よ
っ
て
で
な
く
、
そ
れ
傍
受
の
数
の
調
書
麟
に
よ
っ
て
推
し
進
め
ら
れ
る
。
も
し
死
が
、

地
上
や
天
女
に
お
け
る
新
し
い
生
へ
の
再
生
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
同
じ
問
題
が
起
り
新
た
な
死
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
轄
生
蝋
（
嘗
鎚
ω
邑
α
q
漫
罵
呂
畠
8
桟
一
Φ
の
）
は
、
こ
の
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
そ
の
黙
に
お
い
て
通
俗
的
キ
リ
ス
ト
教
の
箆
鷺
に
立
ち

優
る
が
、
そ
の
秘
曲
に
封
ず
る
代
償
も
民
謡
納
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
私
自
身
が
か
つ
て
生
存
し
た
、
或
い
は
將
來

生
存
す
る
で
あ
ろ
う
動
物
や
人
間
乏
同
一
で
あ
る
と
考
え
た
と
こ
ろ
で
何
の
役
に
立
つ
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
過
去
或
い
は
未
來
に
振
げ

ら
れ
た
自
己
同
一
（
ω
亀
嵐
Φ
9
晦
）
は
、
軍
に
書
葉
の
上
だ
け
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
は
こ
の
見
解
に
意
義
を
見
畠

そ
う
と
努
め
た
が
、
そ
れ
が
い
か
な
る
悶
題
を
も
解
決
す
る
の
を
見
る
こ
と
は
出
來
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
、
こ
の
見
解
は
明
ら
か
に
大
攣

容
易
な
ら
ぬ
問
題
を
生
み
出
し
て
い
る
。
私
は
、
死
と
い
う
十
島
さ
一
し
か
も
こ
れ
は
新
奇
さ
の
手
段
と
し
て
個
人
が
ほ
ん
と
う
に
死

に
、
新
し
い
欄
人
が
生
み
だ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
一
、
に
と
っ
て
代
り
う
る
よ
う
な
新
奇
さ
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ

と
を
儒
ず
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
に
は
、
逓
俗
的
宗
教
の
諸
晃
鰐
が
解
決
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
正
し
い
問
題
が
あ
り
、
誠
蜜
な
問
い
が
あ
る
と
私

は
思
う
。
そ
し
て
そ
の
問
い
に
荒
し
て
、
そ
れ
ら
は
一
つ
の
答
え
を
與
え
て
い
る
。
こ
の
答
え
は
、
私
の
考
え
で
は
立
派
な
答
え
で
あ
る

と
は
い
え
な
い
が
、
そ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
問
い
は
、
他
の
諸
見
解
、
例
え
ば
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
ご
と
き
が
全
く
封
決
し
て
い
な
い
問

い
な
の
で
あ
る
。

　
ヒ
．
一
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
見
解
が
答
え
を
輿
え
る
唯
一
の
…
問
い
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
に
お
い
て
三
っ
て
限
ら
れ
た
意

味
で
の
生
の
贋
値
は
何
で
あ
る
か
、
或
い
は
入
間
の
幸
編
と
は
何
で
あ
る
か
、
ま
た
何
庭
に
あ
る
か
、
と
い
う
硬
い
で
あ
る
。
こ
の
問
い

に
越
し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
完
全
で
は
な
い
が
正
し
い
答
え
で
あ
り
、
そ
し
て
通
俗
的
宗
教
は
甚
し
い
程
度
に
お
い
て
部
分
的
に
談

　
　
　
　
人
生
の
昌
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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つ
た
答
え
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
し
か
し
そ
れ
と
は
違
っ
た
も
っ
と
別
の
疑
問
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
金
騰
と
し
て
の
宇
宙
の
中
で
全
未

満
を
貫
ぬ
い
て
、
生
の
全
燈
的
償
値
（
8
黒
血
ξ
①
）
は
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
廣
大
筆
漫
の
室
闘
・
時
間
の
中
で
、

こ
の
小
さ
な
惑
星
上
に
ほ
ん
の
束
の
間
だ
け
生
起
す
る
も
の
が
何
故
重
大
な
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
假
り
に
わ
れ
わ
れ
が
今
幸
旙
で

あ
り
、
ま
た
他
人
を
幸
幅
に
し
て
い
る
と
し
よ
う
。
だ
が
、
す
べ
て
が
過
ぎ
去
り
わ
れ
、
わ
れ
が
皆
死
ん
で
し
ま
っ
た
後
に
、
わ
れ
わ
れ
が

幸
薦
で
あ
り
幸
顧
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
し
て
良
い
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
の
努
力
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
子
孫

が
手
に
入
れ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
唯
一
の
永
績
的
な
業
績
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
、
子
孫

の
た
め
に
と
い
う
だ
け
で
は
生
き
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
生
は
少
く
と
も
部
分
的
に
は
、
生
き
る
こ
と
の
た
め
に
、
過
ぎ
去
り
ゆ
く
こ
の

瞬
問
の
償
値
の
た
め
に
、
生
き
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
劇
震
の
瞬
間
或
い
は
私
の
瞬
間
の
殆
ん
ど
が
、
後
世
に
と
っ
て
は
何
も
の
を

も
意
味
し
な
い
で
あ
ら
う
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
世
を
去
っ
た
時
、
こ
れ
ら
の
瞬
間
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
何
の
意
味
も
持
た
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
た
と
か
立
派
に
生
き
た
と
か
い
う
こ
と
の
意
義
は
一
望
何
で
あ
ろ
う
か
。
後
世
の
人

類
も
結
局
は
、
終
局
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
或
い
は
攣
遷
を
重
げ
て
、
遽
に
は
わ
れ
わ
れ
が
号
し
た
と
考
え
ら
れ
う
る
如
何
な
る
貢
献

も
認
知
さ
れ
え
ず
、
疑
わ
し
い
も
の
に
な
る
に
違
い
な
い
。
ま
た
き
っ
と
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
が
實
際
に
生
き
ら
れ
た
こ
と
の
理
由

づ
け
を
輿
え
る
尺
度
で
は
な
い
に
違
い
な
い
。
私
の
見
解
で
は
、
純
梓
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
（
し
ば
し
ば
自
然
主
義
と
呼
ば
れ
る
）
は
こ

の
問
題
の
解
決
で
は
な
い
。

　
因
襲
的
な
キ
リ
ス
ト
教
も
、
回
教
も
、
ま
た
若
干
の
通
俗
的
佛
教
も
、
そ
の
救
書
論
に
よ
っ
て
次
の
問
い
に
叱
る
種
の
答
え
を
聞
え
て

い
る
。
そ
れ
は
、
い
か
に
し
て
地
上
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
生
は
、
永
腹
黒
効
果
（
雰
・
欝
Φ
寝
藁
ぎ
α
q
岡
8
匹
叶
）
を
獲
得
す
る
か
と
い
う
問

い
で
あ
る
。
こ
の
思
置
的
効
果
は
、
　
（
も
し
わ
れ
わ
れ
が
幸
い
に
も
そ
れ
を
獲
得
で
き
る
な
ら
）
わ
れ
わ
れ
自
身
の
永
遠
の
暴
発
た
り
得

る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
考
慮
す
べ
き
問
題
が
あ
る
。
今
臼
多
く
の
天
文
學
者
は
、
生
物
の
鶴
み
得
る
惑
星
が
華
甲
と
あ
り
、
恐
ら
く
そ
の
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う
ち
の
何
干
或
い
は
何
萬
か
の
惑
星
に
は
理
性
的
動
物
が
い
る
と
信
じ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
自
身
の
惑
星
の
上
に
さ
え
、
百
萬
も
、
そ
れ

以
上
も
の
動
物
の
種
類
が
あ
り
、
ま
た
零
丁
億
も
の
入
間
が
い
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
を
「
寄
せ
集
め
る
」
と
、
ど
う
い
う
値
打
を

も
っ
こ
と
に
な
る
の
か
一
も
し
何
ら
か
の
値
打
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
一
。
一
人
の
人
が
、
一
人
よ
り
多
人
数
の
方
が
よ
り
上
値
が

あ
る
と
感
じ
て
一
、
グ
ル
ー
プ
の
爲
に
生
命
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
し
か
し
こ
の
「
よ
り
儂
値
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

な
に
に
憂
し
て
な
の
で
あ
る
か
、
或
い
は
誰
に
記
し
て
な
の
で
あ
る
か
。
二
つ
の
林
檎
は
、
も
し
諸
君
が
二
つ
と
も
食
べ
よ
う
と
欲
す
る

な
ら
ば
或
い
は
二
つ
と
も
費
っ
て
一
つ
萱
る
よ
り
多
く
の
金
を
得
る
こ
と
が
串
來
る
な
ら
ば
、
一
つ
よ
り
も
良
い
。
し
か
し
、
出
発
を
加

箕
す
る
毎
に
、
三
分
の
利
盆
を
手
に
入
れ
る
も
の
が
い
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
私
の
幸
編
を
、
諸
震
は
諸
震
の
幸
福
を
手
に
入
れ
る
。
し
か

し
誰
が
、
諸
君
の
幸
福
と
私
の
幸
福
の
合
計
を
手
に
入
れ
る
だ
ろ
う
か
。
諸
慰
は
艶
々
の
個
人
の
幸
薦
を
加
算
し
得
る
か
一
そ
し
て
そ

れ
ら
を
一
つ
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
に
入
れ
、
そ
こ
に
幸
福
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
を
見
る
こ
と
が
出
曇
る
か
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
見
解
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
、
最
大
多
数
の
最
大
幸
編
は
結
局
一
つ
の
幸
福
で
さ
え
な
く
、
た
㌢
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
す
哲
學
者
の
顧
の
中
に
お
け
る
合

計
に
過
ぎ
な
い
。

　
わ
れ
わ
れ
は
こ
＼
で
、
二
つ
の
尖
端
を
も
つ
問
い
に
當
晒
す
る
。
そ
れ
は
、
ど
う
し
て
時
問
の
中
に
あ
る
生
は
、
寄
せ
集
め
ら
れ
る
と

永
遽
に
謝
し
て
何
か
値
打
ち
の
あ
る
も
の
に
な
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
り
、
ま
た
ど
う
し
て
生
は
、
こ
＼
に
は
私
の
生
が
あ
り
、
か

し
こ
に
は
あ
な
た
の
生
が
あ
り
、
他
の
惑
星
に
は
別
の
生
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
室
間
の
中
に
ひ
ろ
が
り
を
も
ち
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
加

算
さ
れ
合
計
さ
れ
る
と
き
、
少
く
と
も
合
計
さ
れ
る
各
項
目
の
償
値
を
保
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

　
三
千
年
或
い
は
そ
れ
以
上
の
聞
、
人
は
こ
の
問
い
の
爾
側
面
に
封
し
て
、
滞
る
答
え
が
な
さ
れ
る
の
を
か
い
面
訴
て
き
た
。
こ
の
答
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

は
は
な
は
だ
青
色
で
あ
る
。
も
し
、
室
間
と
時
闘
の
中
に
あ
る
生
の
全
労
的
統
一
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
す
べ
て
の
も
ろ
も
ろ
の
生
が
、

永
綾
的
な
、
眞
に
「
不
滅
の
」
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
を
包
容
す
る
自
魔
的
な
生
の
内
部
に
あ
る
一
項
霞
で
あ
る
な
ら
ば
、
た
だ

そ
う
い
う
も
の
で
あ
り
さ
え
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
の
瞬
間
は
唯
一
の
償
値
に
労
し
て
、
そ
の
時
こ
そ
些
か
な
り
と
も
質
献

　
　
　
　
人
生
の
蟹
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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編
ハ

し
得
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
た
し
か
に
三
冠
的
意
識
（
o
〈
鶏
貯
ω
庶
路
α
q
8
霧
。
ご
¢
ω
⇔
Φ
ω
ω
）
は
、
一
度
び
所
有
し
た
も
の
を
決
し
て
忘

れ
な
い
意
識
で
も
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
完
全
な
持
績
（
Φ
づ
釦
窪
鑓
琴
Φ
）
と
完
全
な
記
億
（
器
聖
誕
δ
昌
ぎ
導
Φ
ヨ
。
蔓
）
は
、
論
理
的

に
い
っ
て
梱
俘
う
も
の
で
あ
る
。

　
下
等
動
物
は
、
軍
に
感
情
（
獄
Φ
｝
ぼ
σ
q
）
を
通
し
て
自
ら
を
宇
蜜
的
背
景
と
結
び
つ
け
得
る
が
、
人
間
は
、
も
し
そ
の
人
間
的
能
力
を
充

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

分
に
議
揮
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
色
ん
な
事
柄
に
つ
い
て
、
ま
た
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
事
に
つ
い
て
さ
え
も
、
思
考
す
べ
き
で
あ

る
。
繭
紬
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
難
黙
は
ま
さ
に
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
人
聞
的
で
あ
る
こ
と
を
全
く
許
さ
ず
、
或
る
黙
で
は
動
物
的
水

準
に
ひ
き
お
ろ
す
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
他
の
動
物
は
、
天
的
な
或
い
は
紳
的
な
箏
柄
に
つ
い
て
迷
信
（
o
◎
駕
℃
Φ
柑
ω
樽
一
静
一
〇
⇔
）
を
持
た
な
い
、

ほ
か
な
ら
ぬ
わ
れ
わ
れ
人
面
も
、
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
思
考
す
る
の
を
止
め
て
、
動
物
と
隅
じ
ゃ
り
方
で
か
、
る
迷
信
を
避
け
る
こ
と
が

出
來
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
恐
ら
く
わ
れ
わ
れ
は
、
で
き
る
こ
と
な
ら
、
そ
れ
よ
り
高
い
と
こ
ろ
を
目
指
し
、
ま
た
貢
理
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
千
島
を

避
け
る
と
い
う
も
う
一
つ
の
遵
を
探
求
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
よ
っ
て
ほ
ん
と
う
に
生
き
る
こ
と
の

出
來
る
よ
う
な
眞
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
今
述
べ
て
き
た
見
解
を
受
容
れ
る
に
さ
い
し
て
生
ず
る
最
大
の
困
難
を
次
に
取
扱
い
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
界
に
こ
ん
な
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

も
多
く
の
圏
争
や
苦
難
や
邪
悪
が
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
す
べ
て
の
生
が
一
つ
の
最
高
の
永
績
的
な
生
の
内
部
に
包
括

（
駐
。
蜜
鎚
①
）
さ
れ
て
い
る
と
儒
ず
る
こ
と
が
出
來
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
最
高
の
生
、
紳
的
生
が
す
べ
て
を
包
ん

で
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
悪
は
如
何
に
し
て
可
能
と
な
る
の
か
。
こ
の
紳
的
存
海
は
、
自
ら
の
購
成
要
素
（
o
o
湧
蜂
器
纂
ω
）
を
規
翻
す
る

こ
と
が
出
來
な
い
の
か
。
そ
れ
は
カ
に
歓
け
て
い
る
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
私
は
答
え
る
、
一
そ
れ
は
自
ら
の
構
成
要
素
を
完
全
に
規
翻
し
得
な
い
、
が
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
決
し
て
力
に
欲
け
て
い
る
こ
と

に
は
な
ら
な
い
i
、
と
。
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し
か
し
諸
霧
は
い
う
か
も
知
れ
な
い
、
i
或
る
存
在
が
、
自
ら
の
構
成
要
素
を
十
分
に
上
欄
出
断
ず
、
し
か
も
力
に
歓
け
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ハ
　
フ
ド
ツ
ク
ス

で
は
な
い
と
い
う
の
は
、
蜜
に
奇
妙
な
逆
設
で
あ
る
…
、
と
。

　
そ
れ
に
私
は
次
の
よ
う
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
－
一
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
こ
そ
私
の
云
わ
ん
と
欲
す
る
こ
と
な
の
だ

－
…
一
、
と
。

　
こ
の
逆
論
を
取
り
除
こ
う
と
試
み
て
み
よ
う
。

　
も
し
A
が
、
B
・
C
・
D
を
十
分
規
制
し
得
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
次
の
二
つ
の
理
由
の
い
ず
れ
か
の
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
A

が
弱
く
て
、
最
上
最
高
の
カ
を
所
有
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
、
も
う
一
つ
の
あ
り
う
べ
き
理
由
は
、
B
・
C
・
D
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

た
と
い
い
か
に
至
れ
た
力
に
よ
っ
て
で
あ
っ
て
も
、
十
分
に
規
制
さ
れ
得
な
い
よ
う
な
性
質
を
も
つ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
た

め
で
あ
る
。
こ
、
で
次
の
よ
う
に
論
ず
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
惹
く
、
1
純
粋
な
個
性
的
存
荘
は
、
少
く
と
も
部
分
的
に
は
、
自
己

決
定
的
な
存
在
と
し
て
、
な
い
し
は
自
由
な
存
在
と
し
て
の
み
凡
そ
實
存
し
得
る
、
ま
た
彼
ら
が
そ
こ
か
ら
生
じ
、
そ
の
中
で
活
動
し
て

い
る
境
遇
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
規
鋼
さ
れ
う
る
こ
と
が
大
き
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
凡
そ
鋼
性
的
存
雀
と
し
て
實
存
す
る
た
め
に

は
、
彼
ら
は
何
ら
か
の
仕
方
で
、
し
た
が
っ
て
ま
た
或
る
程
度
摺
姓
的
に
行
要
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
。

　
こ
れ
が
、
私
の
新
訳
理
事
に
お
け
る
「
不
確
定
性
原
理
」
と
そ
の
閥
係
諸
概
念
に
熱
申
し
て
い
る
理
由
で
あ
る
。
個
々
の
存
筏
の
諸
行

爲
を
嚴
密
に
決
定
し
よ
う
と
し
た
古
い
古
典
的
法
則
を
、
準
均
的
行
動
（
碧
Φ
鑓
σ
q
Φ
げ
Φ
訂
く
§
）
と
い
う
統
計
學
的
法
則
に
置
き
か
え
る

こ
と
は
、
若
干
の
哲
學
者
が
早
く
か
ら
豫
憂
し
て
い
た
、
佃
性
と
自
己
濡
動
性
（
。
。
Φ
騨
飴
。
臨
顧
慮
）
と
は
不
可
分
で
あ
る
と
の
員
理
の
顯
現

に
ほ
か
な
ら
な
い
と
、
私
は
儒
ず
る
。

　
も
し
、
こ
の
原
理
が
妥
嘗
な
ら
ば
、
…
私
は
そ
う
だ
と
全
く
確
信
し
て
い
る
の
だ
が
…
、
婦
警
生
に
と
っ
て
自
ら
の
構
成
要
素
の

上
に
嚴
格
な
規
制
を
行
な
う
こ
と
は
、
毒
魚
要
素
を
持
た
な
い
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
完
全
な
孤
濁
（
o
o
ヨ
覧
①
蕃
。
・
？

露
鶏
ぎ
窃
G
。
）
の
中
に
存
在
す
る
の
と
、
な
ん
ら
違
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
か
＼
る
孤
濁
な
生
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
人
生
の
翼
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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八

こ
と
が
氣
附
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
、
ま
た
生
の
杜
會
的
性
格
（
ω
0
9
再
生
窪
H
①
）
が
生
の
母
野
を
構
成
し
て
い
る
以
上
、
前
期
な
生
を
望
ま

し
い
も
の
と
考
え
る
理
由
は
な
い
と
思
う
。
こ
の
琶
界
の
内
に
在
る
悪
、
一
そ
れ
は
紳
的
な
も
く
ろ
み
か
ら
で
な
く
、
こ
の
世
界
を
溝

成
す
る
個
性
的
存
在
の
部
分
的
な
規
欄
不
可
能
性
（
℃
壁
戴
霞
8
⇒
霞
◎
訂
げ
臨
一
帯
）
か
ら
生
じ
た
と
、
私
は
考
え
る
の
だ
が
…
、
は
、
と

も
か
く
も
世
界
が
存
在
す
る
こ
と
の
代
償
と
し
て
は
高
す
ぎ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
紳
が
弱
い
か
ら
と
か
、
紳
に
慈
愛
が
歓
け
て

い
る
か
ら
と
か
、
い
う
古
い
論
讃
は
妥
當
で
な
い
。
弱
さ
と
は
、
他
者
、
に
疑
し
て
彼
ら
が
服
從
し
能
う
（
o
戸
隠
窪
①
o
｛
覧
鉱
山
ぎ
σ
q
）
よ
う

な
規
制
を
行
な
う
能
力
が
な
い
こ
と
（
げ
謬
陣
｝
ξ
）
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
服
毒
し
能
わ
な
い
（
鐵
。
け
。
⇔
嚇
江
①
o
｛
協
Φ
笛
p
α
q
）
よ
う
な
完
全

な
規
翻
を
行
い
え
な
い
こ
と
は
、
本
來
の
意
味
で
の
無
能
力
（
ぎ
¢
。
ぴ
酌
量
）
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
封
戸
す
る
能
力
（
鋤
げ
韓
貯
）

は
、
論
理
的
に
不
可
能
な
こ
と
を
爲
す
能
力
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
＼
で
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
本
來
の
質
問
－
何
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
生
き
る
の
か
、
或
い
は
、
入
生
の
目
的
は
何
で
あ
る

か
　
　
に
答
え
る
こ
と
が
出
盗
る
。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
は
、
良
く
生
き
る
た
め
、
他
者
の
た
め
に
生
を
よ
り
良
き
も
の
と
す
る
た
め
に

生
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
が
そ
の
成
員
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
生

（
o
路
①
飯
。
）
に
封
し
て
不
滅
の
償
値
を
貫
献
ず
る
が
故
に
、
値
打
が
あ
る
の
で
あ
る
。
一
つ
類
比
を
考
え
て
み
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
各
自
に

と
っ
て
身
髄
の
中
に
あ
る
多
く
の
細
胞
は
、
も
と
も
と
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
も
と
も
と
そ
れ
ら
の

細
胞
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
各
自
の
中

に
あ
る
多
く
の
細
胞
は
、
彼
ら
自
身
の
存
在
を
享
受
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
彼
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性
的
組
織
騰
と
し
て
生
き
て
い
る
。

彼
ら
を
人
闘
や
動
物
の
身
農
組
織
の
全
く
外
に
、
取
り
出
し
て
生
育
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
の
讃
明
も
な
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
、
わ
れ
わ
れ
は
宇
宙
無
生
（
⊆
獣
く
Φ
屋
雨
曇
の
）
の
内
部
に
あ
る
細
胞
の
如
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
他
の
同
じ
よ
う
な
細
胞
の
間
に

伍
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
持
つ
特
権
は
、
わ
れ
わ
れ
人
闘
は
量
る
程
度
、
大
き
な
全
膿
に
兆
し
て
な
す
わ
れ
わ
れ
自
身
の
貢
献
を
理
解
し
得

る
こ
と
で
あ
る
。
他
の
細
胞
た
ち
も
貢
献
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
彼
ら
は
そ
の
こ
と
を
知
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
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若
子
の
哲
學
者
や
煙
室
者
が
、
通
常
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
救
濟
論
に
封
し
て
提
議
し
た
選
書
肢
は
、
以
上
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
封
し
て
は
、
選
言
肢
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
そ
の
完
成
で
あ
る
。
と
云
う
の
は
、
そ
れ
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

に
全
騰
的
宇
宙
的
背
景
、
室
間
・
時
間
内
の
互
大
な
無
上
的
生
、
ま
た
す
べ
て
を
包
括
す
る
意
識
に
お
け
る
そ
の
全
膿
的
生
の
統
一
、
を

承
認
せ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。

　
軍
な
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
と
こ
の
全
艦
と
の
理
解
し
う
べ
き
聯
關
を
、
見
出
す
努
力
を
拠
棄
し
て
い
る
。
し
か
し

こ
の
拠
棄
に
よ
っ
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
人
間
性
の
内
に
ひ
そ
む
可
能
性
の
す
べ
て
を
表
現
す
る
の
に
失
敗
し
て
い
る
。
時
雨
と
永
遠

の
背
景
に
つ
い
て
の
瞑
想
（
ヨ
Φ
融
＄
鼠
。
昌
）
は
、
人
間
性
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
傾
向
な
の
で
あ
る
。

　
も
し
わ
れ
わ
れ
の
見
解
が
要
説
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
萬
人
が
至
福
で
あ
り
祁
合
し
、
な
ん
ら
信
組
や
不
和
の
可
能
性
の
存
し
な
い
天

心
と
か
、
パ
ラ
ダ
イ
ス
の
夢
を
断
念
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ろ
も
ろ
の
個
性
的
存
在
は
、
神
に
よ
っ
て
も
、
紅
會
科
樹
心
た
ち
に
よ
っ
て

も
、
i
（
誰
が
科
學
人
た
ち
の
異
な
っ
た
立
場
を
統
御
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
持
ち
鵡
す
ま
で
も
な
く
）
一
、
完
全
に
和
合
せ
し

め
ら
れ
得
な
い
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
不
可
能
で
あ
る
。
悲
劇
と
い
う
も
の
は
、
存
在
の
ど
の
局
面
に
も
常
に
横
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
黙
に
つ
い
て
、
あ
の
墨
壷
系
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
寸
劇
寸
心
者
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
、
ロ
シ
ア
の
当
国
者
ベ
ル
ジ
”
、
エ
フ
は
一
致
し

て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
わ
れ
わ
れ
は
、
未
來
に
つ
い
て
の
希
望
的
想
念
も
、
完
成
へ
の
夢
も
す
べ
て
断
念
す
る
の
で
あ
る
か
。
恐
ら
く
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
の
希
望
的
想
念
を
完
成
へ
の
夢
か
ら
分
離
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
の
内
に
は
、
何
か
希
望
ら
し
き
も
の
、
努
力
を
通

し
て
獲
得
さ
る
べ
き
償
剥
取
（
ω
①
郎
ω
O
　
O
幽
　
く
効
圃
¢
①
）
が
あ
る
。
し
か
も
心
意
と
い
う
も
の
は
、
完
成
の
夢
が
到
蓬
さ
れ
な
く
と
も
、
或
い

は
悲
哀
、
苦
し
み
、
危
機
感
に
つ
き
ま
と
わ
れ
な
い
よ
う
な
状
態
に
達
す
る
こ
と
が
な
く
て
も
、
全
く
純
正
（
σ
q
⑦
づ
毎
ロ
①
）
で
あ
り
得
る
。

動
物
達
は
、
危
瞼
の
さ
中
に
あ
っ
て
も
、
災
難
に
薗
し
て
も
、
生
を
生
き
甲
斐
あ
る
も
の
と
感
じ
て
い
る
。
中
景
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

地
上
に
お
い
て
は
、
良
き
生
（
σ
q
o
O
伽
濠
Φ
）
と
完
全
な
生
（
℃
①
駄
の
9
籠
Φ
）
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
完
全
な
祉
會
を
約
束
さ
れ
な

　
　
　
　
人
生
の
輿
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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一
〇

い
な
ら
ば
、
改
革
の
た
め
努
力
す
る
の
を
挺
む
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
子
供
ら
し
い
む
ず
か
り
（
℃
③
8
鑓
p
8
）
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
目
標
は
、
完
成
の
域
に
淫
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
自
身
と
わ
れ
わ
れ
の
子

孫
の
た
め
に
、
達
し
得
る
か
ぎ
り
の
良
き
生
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
生
を
改
善
す
る
た
め
の
何
ご
と
か
を
、
果
さ
ず
に
掘
棄
す
る
の

は
磨
り
で
あ
る
。
た
と
い
ユ
…
ト
ピ
ア
の
冤
込
が
、
ど
ん
な
に
遠
い
未
來
の
も
の
で
あ
る
に
も
せ
よ
、
改
善
を
拠
棄
す
る
の
は
誤
り
で
あ

る
。　

そ
れ
で
は
わ
れ
わ
れ
は
、
軍
記
に
完
全
性
の
理
念
を
却
下
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
私
個
人
と
し
て
は
、
そ
れ
を
却
下
し
た
い
と
は
思
わ

な
い
。
し
か
し
私
は
、
そ
れ
が
相
費
し
い
と
思
わ
れ
る
場
所
、
灘
ち
超
人
間
的
な
も
の
（
餅
の
ω
俗
縁
琵
黒
き
）
の
内
に
そ
れ
を
置
く
。
そ

れ
は
、
統
御
を
な
し
う
る
唯
一
の
も
の
、
す
な
わ
ち
紳
的
生
命
（
静
①
臨
く
ぎ
。
濠
Φ
）
　
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
世
界
を
統
御
す
る

と
い
う
の
で
は
な
く
、
i
世
界
は
部
分
的
に
は
規
制
不
可
能
で
あ
る
一
、
世
界
に
封
ず
る
自
分
自
分
の
慮
答
を
規
制
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
世
界
を
い
つ
く
し
む
紳
の
愛
は
、
世
界
の
も
ろ
も
ろ
の
悪
と
限
界
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
数
の
生
命
に
分
散
せ
し
め
ら
れ
て
い

る
諸
徳
値
の
中
か
ら
、
唯
一
の
、
す
べ
て
を
包
括
す
る
、
i
ど
ん
な
意
瞭
で
い
う
に
も
せ
よ
、
こ
れ
は
可
能
で
あ
る
が
－
一
、
き
ず
無

き
綜
合
（
効
細
論
①
ω
ω
の
善
聾
。
ω
凶
。
。
）
を
、
ま
た
す
べ
て
の
小
さ
な
樂
蓄
が
そ
れ
に
平
方
す
る
と
こ
ろ
の
無
限
の
一
大
交
響
曲
（
8
0
α
Q
話
簿

Φ
麟
＆
①
ω
ω
ω
聡
き
℃
財
。
⇔
団
）
を
作
り
出
す
こ
と
が
出
挙
る
。
こ
＼
に
は
壁
際
に
、
亡
国
行
の
な
い
詩
、
無
限
の
攣
奏
曲
を
も
つ
に
相
虚
し
い
主

旋
律
が
あ
る
。

　
人
間
が
そ
の
さ
ま
ざ
ま
の
資
質
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
個
の
動
物
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
物
質
の
集
成
さ
れ
た
噺
片
で
あ
り
、
贋

大
な
宇
宙
の
中
に
あ
る
し
み
の
塊
り
f
そ
こ
で
は
潔
い
思
懸
で
宇
宙
は
彼
の
た
め
に
在
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
1
に
過
ぎ
な
い
と

い
う
こ
と
を
、
農
劔
…
に
謙
遜
に
承
認
す
る
の
は
略
記
に
と
っ
て
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
宇
宙
が
人
間
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
宇

宙
の
た
め
に
、
彼
が
宇
・
笛
的
生
に
些
し
て
寄
與
し
得
ん
が
た
め
に
、
人
間
は
在
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
人
閥
は
、
こ
の
寄
輿
を
自
算
し
、
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

分
の
役
割
と
、
自
分
の
能
力
の
行
使
を
享
受
し
得
る
が
故
に
、
自
分
が
よ
り
大
き
な
臼
的
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
饗
し
て
不
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

李
を
卿
つ
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
侮
と
な
れ
ば
、
こ
の
爵
的
が
彼
に
獲
得
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
の
は
、
彼
自
身
の
善
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
エ
）

り
、
ま
た
「
虫
も
食
わ
ず
、
さ
び
も
っ
か
ず
、
ま
た
盗
人
ら
が
押
人
づ
て
盗
み
出
す
こ
と
も
な
い
」
あ
の
蜜
鷹
に
．
す
な
わ
ち
永
遠
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

（
夢
Φ
凶
く
①
瓢
霧
魑
切
鈎
）
の
祭
壇
に
、
捧
げ
る
よ
う
求
め
て
い
る
の
も
、
彼
自
身
の
善
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
か
く
の
如
く
、
痛
物
の
絹
心
性
の
故
に
、
こ
の
世
界
の
紳
に
向
っ
て
の
反
作
驚
が
あ
る
。
す
べ
て
の
新
し
く
造
ら
れ
る
も
の
は
、
紳

が
現
實
世
界
を
客
観
化
し
て
實
現
し
て
い
く
と
き
の
薪
要
素
で
あ
る
。
紳
の
本
原
的
性
質
（
℃
ユ
ヨ
。
同
鎌
巴
惹
貯
お
）
は
不
攣
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
（
2
）

そ
の
派
生
的
性
質
（
儀
①
隊
奉
瓜
く
。
謬
㌶
鶏
。
）
は
、
世
界
の
翻
造
的
前
進
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
」
。
「
こ
の
派
生
的
性
質
に
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
エ
ゾ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

て
は
、
世
界
は
直
接
性
の
圃
高
書
に
お
い
て
感
得
さ
れ
て
い
る
」
。
「
紳
の
知
慧
は
、
す
べ
て
の
現
實
を
捕
捉
し
て
、
一
つ
の
完
結
さ
れ
た

纏
系
の
内
に
在
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
。
現
實
の
苔
難
も
悲
哀
も
失
敗
も
勝
利
も
歎
喜
も
そ
の
膿
系
の
内
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら

が
正
し
く
感
得
さ
れ
る
と
き
、
宇
宙
的
紳
的
感
得
と
の
調
和
の
中
に
織
り
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
宇
宙
的
感
得
は
、
常
に
多
で
あ
る
と
共

に
常
に
一
で
あ
り
、
常
に
欝
新
し
い
前
進
を
な
し
、
絶
え
ず
進
み
な
が
ら
決
し
て
滅
び
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
破
壌
的
な
悪
の
も
ろ
も

ろ
の
反
逆
は
、
純
樺
に
自
己
配
慮
的
（
。
亀
飢
一
難
①
σ
q
麟
鼠
簿
σ
q
）
で
あ
る
が
故
に
、
常
に
個
溺
的
事
忌
の
も
つ
裟
末
さ
の
中
に
解
濾
せ
し
め
ら
れ

る
。
し
か
も
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
達
成
し
た
良
い
こ
と
i
個
別
的
歓
喜
や
悲
哀
、
ま
た
必
要
と
さ
れ
る
野
照
の
導
入
に

お
い
て
一
は
、
そ
れ
が
完
成
さ
れ
た
方
里
に
評
し
て
も
つ
關
聯
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
紳
の
本
性
の
作
用
的
生
長
（
o
乱
筆

鑓
甑
く
⑦
σ
q
罹
○
≦
警
）
　
が
、
最
も
よ
く
理
解
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
こ
れ
は
あ
く
ま
で
イ
メ
ー
ジ
に
過
ぎ
な
い
が
一
、
何
も
の
も
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

わ
れ
な
い
よ
う
に
と
の
優
し
い
思
い
や
り
の
そ
れ
で
あ
る
」
。

　
「
結
果
と
し
て
生
ず
る
（
8
器
溜
器
簿
）
紳
の
本
姓
は
、
こ
の
流
動
す
る
世
界
が
紳
に
お
い
て
、
客
観
的
不
死
性
を
も
つ
こ
と
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

て
永
遠
的
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。

　
「
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
基
礎
は
、
永
遠
の
統
一
へ
と
推
移
し
て
行
く
世
界
の
力
動
的
な
努
力
（
伽
濃
口
拶
露
ざ
①
鎗
○
馨
）
を
物
語
る
と
こ
ろ
に

あ
り
、
ま
た
世
界
の
な
す
努
力
の
多
様
性
を
吸
牧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
完
成
を
も
た
ら
す
と
い
う
召
的
を
費
現
す
る
紳
の
、
静
的
奪
嚴

　
　
　
　
人
生
の
目
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
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二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

（
o
Q
汁
曽
轡
μ
O
　
δ
P
帥
」
⑦
ω
け
）
N
）
の
姿
を
物
語
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
。

　
「
結
果
と
し
て
生
ず
る
紳
の
本
性
と
は
、
現
賢
の
も
つ
多
様
な
自
由
を
、
紳
自
身
の
現
實
化
の
調
和
の
中
へ
受
容
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

自
ら
の
繧
験
を
完
成
す
る
こ
と
で
あ
る
」
。

　
「
こ
の
よ
う
に
し
て
、
あ
の
ど
こ
ま
で
も
固
執
的
な
切
望
、
i
存
在
す
る
こ
と
の
興
味
は
、
滅
ん
で
い
く
も
の
で
あ
り
な
が
ら
し
か

も
永
久
に
生
き
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
わ
れ
わ
れ
の
直
接
的
な
諸
行
爲
の
不
噺
に
現
在
的
で
衰
微
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
重
要
さ
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

活
氣
づ
け
ら
る
べ
き
だ
と
い
う
、
ど
こ
ま
で
も
固
執
的
な
切
望
一
…
が
正
當
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
。

　
以
上
の
よ
う
な
他
の
哲
聡
警
に
は
見
ら
れ
ぬ
、
偉
大
な
言
葉
の
中
に
、
私
は
キ
リ
ス
ト
教
と
佛
教
の
何
れ
に
も
通
ず
る
積
極
的
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
見
る
の
で
あ
る
。
最
上
の
佛
教
の
教
義
は
、
最
上
の
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
と
一
致
す
る
と
私
は
信
ず
る
が
、
そ
れ
は
、
究
極
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
意
味
（
¢
三
旨
象
①
ヨ
①
鴛
ぎ
α
q
）
が
、
今
・
こ
＼
で
日
常
生
活
の
具
膿
的
特
殊
性
の
内
に
騰
現
（
①
B
ぴ
。
亀
）
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
私
は
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
理
論
が
、
ど
う
し
て
こ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
最
も
明
晰
な
も
の
で
あ
る
と
思

う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
行
業
に
お
い
て
、
そ
の
時
々
多
少
の
程
度
の
差
は
あ
れ
、
豊
か
に
ま
た
滴
切
に
す
べ
て
を
包
括
す
る
紳
的

自
己
創
造
（
効
騨
①
ヨ
び
麸
。
ぎ
α
q
象
三
素
躍
・
巴
｛
δ
話
餌
甑
。
鋤
）
に
参
沖
し
て
い
る
。
こ
の
小
的
自
己
創
造
は
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
限
界
と
完
全
性
と

を
超
越
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は
何
も
の
も
取
去
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
常
に
何
も
の
か
が
そ
れ
に
記
し
て
附
加
え
ら
れ
得
る
の
で

あ
る
。
一
易
の
雀
も
、
貢
献
を
果
さ
ず
に
落
ち
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
も
そ
こ
に
は
常
に
、
さ
ら
に
三
韓
な
個
性
と
斬
新
な
種
が
生
ず
る

鯨
地
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
思
い
に
耽
り
つ
つ
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
を
は
っ
き
り
肥
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
共
同
の

生
（
O
O
ご
P
ヨ
O
切
　
　
獄
｛
Φ
）
ー
ー
紳
と
い
う
聖
な
る
太
洋
へ
そ
＼
い
で
い
る
河
の
流
れ
…
に
封
し
て
最
大
限
の
貢
献
を
な
す
と
い
う
意
味
深

き
課
題
の
中
に
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
十
分
な
報
酬
を
煮
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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　　The　A量辮　of　Li驚

b2　Charles　Hartshorne

　　What　is　the　aim　of　life，　the　“good”　we　seek？　．To　this　question　the

liumanistic　view　gives　an　answer　though　insufliciently，　that　it　is　to　enjoy

this　li£e　and　this　world．　The　popular　religious　view，　whicli　does　not　con－

tradict　humanism，　gives　also　an　answer　that　it　ls　to　prepare　ourselves　for

a　better　life，　an　everlasting　happiness　after　death，　by　making　this　life　a

means　to　that　life．

　　But　is　aR　everlasting　continuation　of　the　individual　life，’　even　in　paradise，

．desirable？’　The　zest　of　living　requires　novelty．　And　the　solution　of　the

・problem　of　novelty　2s　death．

　　NTeverthless，　1　believe　there　is　a　real　problem　which　the　popular　religious

・Views　are　trying　to　so｝ve；what　is　the　total　value　of　life　in　the　univers　as

・a　whole　and　through　all　the　future　？　And　why　does　it　matter　what　happens

・．tor　a．little　while　on　this　small　planet　in　the　vastness　of　space－time　？

　　For　three　thousand　years　or　more，　men　have　had　glimpses　of　an　answer

to　these　qttestions：if　’there　is　a　unity　ef　life　in　space　and　time，　if　all　lives

．are　items　within　an　all－embracing，　conscious　life，　then　indeed　our　every

moment　can　contribttte　its　mite　to　a　single　value．　ln　accepting　this　view

we　must　6vercome　the　following　great　difficulty　；　how　can　we・　believe　that

all　life　is　incltided　within　a　supreme　and　everlasting　life，　when　there　is　so

much　confiict，　suffering，　and　wickedness　in　the　world？　1f　the　supreme

life　enfoids　all，’how　is　evil　possible？　ls　it　unable　to　contro｝　its　ewn

constkuents？　　　’　’　’
1



i”According’to　my　opinion，　for　the　divine　life　to　exercise　prec1se　control．

over　its　constituents　would　be　the　same　as　for　it　to　have　no　constituents．

And　the　evil　in　the　world，　which　results－1　hold－not　from　divine　contrivance，

but　from　the　partial　uncontrolability　of　the　ind2vlduals　making　up　the　wor｝d．

is　not　・too　high　a　price　to　pay　for　there　being　a　world　at　all．

　　We　may　now　answer　our　original　question，　what　is　the　aim　of　life？　We

live　to　liVe　well　and　to　make　life　better　for　others，　but　this　is　worth　doing，．

because　we　thereby　contribute　indestrttctible　value　to　the　one　life　of　which

we　all　are　rnembers．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（summarized　by　Toshio　Mil〈oda）

「謂ke　P碧0嚢》蓋｛｝鵬　0£　｝電easO簸　a】臣d　Fai奮h

　　量n電he　Tkeo翌ogy　of　A醜9US瓠鉦e

　　　　　　　　　b？　Haruo　Kaneko

　　The　discussion　about　the　relationships　between　reasori　and　falth　in　the

theology　of　Augustine　is　connected　with　the　problem　of　dualism　of　know－

ledge　and　faith　which　was　one　of　the　leading　motives　in　Chrlstian　antiquity．

Conquering　th2s　dualism，　Augustine　formulates　a　character1stic　thought

based　on　the　blending　of　the　mysticism　of　Neo－P｝atonlsm　and　Catholic

authoritarianism．

　　When　we　consider　the　problem　of　reason　and　faith　in　the　field　of　his

thoughs，　we　should，　at　first，　take　the　following　three　viewpoint　into　our

consideration；　（1）　a　viewpoint　which　separates　reason　and　faith　from　their

objects　and　discuss　their　relationships　in　terms　o｛　the　functions　of　the

cognitive　1’subject，　（2）　a　viewpoint　by　which　one　fails　to　see　the　u！timate

oneness　of　reason　and　faith　of　each　object，　and　thus　considers　them

separately，　（3）　a　viewpoint　by　which　one　discusses　which　ef　them　has　the

temporal　priority　basing　on　the　conclusion　of　（2），　and　by　this　point　of　view

forgets　to　consider　the　entological　thinl〈ing　of　reason　which　lles　at　the

bottom　of　such　prlorlty．

　　But　the　probiem　of　priority　should　not　only　be　tteated　in　the　dimension

of　time　but　1n　the　deeper　dimension　of　time，　eternity　whlch　transcends　it．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2


