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輝

の

折目

開學

(第
三
部
)

大

井

際

噺

第

三
部

暉

の
ナ

チ

ユ
ラ
リ
ズ

ム

r

自

然

法

爾

縄

の
哲
學
禮
系
と
し
て
、
吾
々
は
さ
き
に
、
第

一
部

輝
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
し
て
、
人
間
と
自
己
自
身
と
の
關
係
を
、
第

二
部

輝

の
ソ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
と
し
て
、
人
間
と
他
の
人
々
と
の
關
係
を
、
そ
れ
ぞ
れ
確
立
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
そ
の
終
篇
と
し
て
、
人

間
と
自
然
と
の
關
係
を
、
暉
の
チ
ナ

ユ
ラ
リ
ズ
ム
と
し
て
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
暉
の
盟
系
を

一
鷹
完
結

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が

「人
間
は
本
來
肚
會
的
動
物
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
人
間
は
本
性
上
、
他
者
に
樹
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
え
る

が
、

そ
の
他
者
と
の
關
係
を
、
ラ
ッ
セ
ル
は
、

「
人
間
と
い
う
も
の
は
、
本
來
何
物
か
と
闘
孚
す
る
も
の
で
あ
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
が
、

彼
の
い
う
よ
う
に
、

「
自
然
と
の
戦
は
、
物
質
科
學
と
技
術

と
に
よ
つ
て
行
わ
れ
、
人
間
と
人
間
と
の
載
は
政
策
と
職

孚
で
な
さ
れ
る
。
個

人
の
魂
の
内
部
で
行
わ
れ
る
載
は
、
今
日
ま
で
は
、
宗
教
で
取
扱
わ
れ
て
い
た
。」
と
す
る
な
ら
ば
、
吾
々
は
、
此
の
三
つ
の
載

の
中
の
二
つ

を
、
輝
哲
學
の
二
部
に
於
て
解
決
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
此

の
第
三
部
に
於
て
、
も

一
つ
の
戦
印
ち

「
自
然
と
の
職
」
に
、
何
ら
か
の
終

結
を
與
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
此
の
最
後

の
戦

の
和
解
こ
そ
、
他
の
二
つ
に
勝

る
と
も
劣
ら
ぬ
重
大
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
ラ
ツ
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セ
ル
が
、

「
こ
れ
ら
三
種
の
戦
の
中
で
、
物
質
的
自
然
と
の
載
は
或
る
意
味

に
お
い
て
は
最
も
根
本
的
な
も
の
で
あ
る
。」
と
い
う
所
以
で
あ

る
。途

に
人
工
衛
星
、
人
工
惑
星
の
飛
ぶ
今
日
に
於
て
、
最
も
緊
急
な
世
界
的
課
題
は
、
原
子
載
孚
の
防
止
と
世
界
卒
和

の
實
現
に
か
か
つ
て

い
る
と
い
つ
て
過
言
で
は
な
い
。
ラ
ツ
セ
ル
も

「
原
子
時
代
に
住
み
て
」
と
い
う
ラ
ジ
オ
放
迭
の
舅
頭
に
、

「
現
代
の
肚
會
を
廣
く
蔽

つ
て

い
る
氣
分
は
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
困
惑
の
感
じ
で
あ
る
。
吾

々
は
誰
も
が
欲
し
な
い
載
孚
の
方
向
に
自
分
た
ち
が
押
し
流
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
感
じ
て
い
る
。
吾
々
は
蛇
に
狙
わ
れ
た
兎

の
よ
う
に
、
そ
れ
を
避
け
る
方
法
を
知
ら
な
い
の
で
、
た
だ
そ

の
危
険
の
せ
ま
つ
て

く
る
の
を
じ
つ
と
眺
め
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
吾

々
は
よ
り
あ
つ
て
、
原
子
爆
揮
、
水
素
爆
弾
、
都
市
の
全
滅
、

ロ
シ
ヤ
の
難
民
、
飢
饅
、

の

虐
殺

な
ど

と
い
う
怖
し
い
話
を
語

つ
て
い
る
び
」
と
聲
を
大
き
く
し
て
訴
え
て
い
る
よ
う
に
、
科
學
の
驚
異
的
進
歩
に
比
し
て
、
人
間
の
倫

理
の
退
化
の
矛
盾
を
い
か
に
調
和
さ
せ
る
か
の
問
題
、
師
ち

一
般
的
に
云
つ
て
、
科
學
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
こ
そ
、
い
つ
の
時
代
に

於
て
も
常
に
苦
し
め
ら
れ
て
來
た
古
く
し
て
而
も
新
し
い
難
問
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
然
と
人
間
と
の
關
係
は
、
暉
の
哲
學

の
第
三
部
を
構
成
す
る
と
共
に
、
現
代
世
界
の
焦
眉
の
急
を
な
す
重
大
課
題
で
も

あ
る
の
で
あ
る
。
野
田
又
夫
も

「
科
學
的
世
界
観
乃
至
技
術
と
人
聞
的
倫
理
的
生
と
の
間
の
樹
立
或
い
は
矛
盾
を
、
近
世
世
界
の
進
展
を
促

が
す
事
態
と
し
て
肯
定
的
に
み
る
か
、
又
は
近
世
文
化

の
致
命
的
な
悪
と
考
え
る
か
、
こ
れ
が
常
に
吾
々
に
つ
き
ま
と
う
問
題
で
あ
る
。
そ

の
限
り
陳
腐
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
近
世
の
思
想
は
こ
の
問
題
に
樹
す
る
き
つ
ば
り
し
た
態
度
決
定
を
必
ず
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
黙

に
封
す
る
誠
實
を
欠
く
限
り
、
近
世
を
超
克
す
る
こ
と
な
ど
思
い
も
よ
ら
ぬ
。」
と
云
つ
て
い
る
の
は
誠
に
至
言
で
あ
る
。

自
然
は
人
間
の
文
化
に
封
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味

に
於
て
人
間
否
定
的
で
あ
り
、
宗
敏
も
亦
人
間
否
定

の
上
に
成
立
つ
も
の
で

あ
る
。
從
つ
て
こ
こ
に
、
宗
教
と
自
然
と
の
共
通
鮎
が
人
間
否
定

の
方
向
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
亦
、
人
間
と
自
然
と
の
關
係

で
あ
る
。
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然

し
宗
教
は
西
洋
に
於
て
は

一
般
に
超
自
然
と
考
え
ら
れ
て
、
自
然
に
反
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

ジ
ョ
ン
・
デ

ュ
ウ
イ
も
、

「
傳
統

的

に
は
、
宗
教
と
い
う
も
の
は
、
超
自
然
と
い
う
観
念
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
來
た
と
い
え
よ
う
。」
と
云
つ
て
い
る
。

こ
の
意
味
で
、
輝
と
い
う
宗
教
こ
そ
自
然
的
で
あ
る
。
師
ち
暉
は
西
洋
の
既
成
宗
教
の
否
定
と
し
て
自
然
主
義
で
あ

る
。
從

つ
て
こ
の
貼

で
輝

は
デ
ュ
ウ
イ
の
宗
教
観
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
然
し
又
、
デ

ュ
ウ
イ
の
説
く
よ
う
な
人
間
主
義
の
宗
教
を
も
否
定
す
る
も
の
で

あ
る
。
輝
は
人
間
の
否
定
を
出
嚢
鮎
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
輝
は
、
人
間
に
死
ん
で
自
然
に
蘇
る
こ
と
を
教
え
る
。
道
元
が

「
自
己
を

忘
る
る
と
い
う
は
、
萬
法
に
謹
せ
ら
る
る
な
り
。」
と
い
う
所
以
で
あ
る
。

繹
迦
牟
尼
が
曉
天
の
明
星
を
徹
見
し
て
、

「
奇
哉
々
々
草
木
國
土
悉
皆
成
佛
」
と
讃
歎
し
、
カ
ン
ト
が

「
そ
れ
を
考

え
る
こ
と
屡

々
に
し

て
且

つ
長
け
れ
ば
長

い
ほ
ど
盆
々
新
に
し
て
且
つ
増
大
し
來
る
感
歎
と
崇
敬
と
を
以
て
心
を
み
た
す
も
の
が
二
つ
あ
る
。
そ
れ
は
わ
が
上
な

る
星

の
輝
く
空
と

わ
が
内
な
る
道
徳
法
と
で
あ
る
。
」
と

驚
嘆
し
た
所
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
大
哲
人
の
悟
り
と
救
い
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

又
、

ガ
リ
レ
イ
が
、

「
そ
れ
で
も
地
球
は
動
く
」
と
抵
抗
し
、
パ
ス
カ
ル
が

「
空
間
に
よ
つ
て
宇
宙
は
私
を
包
み
、

一
黙
の
如
く
私
を
呑
み

こ
ん
で
し
ま
う
。
し
か
し
思
惟
に
よ
つ
て
私
は
宇
宙
を
つ
つ
む
。」
と
述
懐
し
、

ル
ソ
ー
が
、
う
自
然
に
鯖
れ
」
と
紹
叫

し
た
所
に
、
彼
ら
自

身
の
眞
理
え
の
悟
り
と
人
間
文
化
え
の
批
到
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
彼
ら
独
自
の
悟
り
の
轄
機
に
於
て
、
す

べ
て
自
然
が
そ
の
大

き
な
契
機
を
な
し
て
い
る
の
は
誠
に
意
義
深
い
こ
と
で
あ
る
。

ラ

ツ
セ
ル
が
そ
の
著

「宗
教
と
科
學
」
に
於
て
、

「
宗
教
と
科
學
と
の
間
に
は
、
長

い
闘
孚
が
績
け
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
の
数
年
前
ま
で

は
科
緊

常
に
勝
利
を
示
し
て
い
輸
・」
と

い
う
よ
う
に
・
喬

・
自
然
藻

求
す
る
自
然
科
學
と
・
神
を
求
め
る
宗
教
と
は
・
古
來
よ
り

常
に
相
剋
相
反
の
立
場
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
來
て
い
る
が
、
こ
れ
は
全
く
の
謬
見
で
あ
る
。
反
て
宗
教
こ
そ
最
も
自
然
的
で
あ
り
、
宗
敏

を
反
自
然
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
人
々
は
、
眞
實

の
宗
教
を
理
解
し
て
い
な
い
誰
左
で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
從
つ
て
又
、
キ

リ
ス
ト
教
の
教
説
そ
の
も
の
に
根
本
誤
謬
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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然
ら
ば
、
琿
に
お
い
て
は
、
自
然
と
人
間
と
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
と
し
て
現
わ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

諸
行
無
常
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
事
物
は
常
に
攣
化
し
流
動
し
、
或
は
獲
展
し
或
は
退
化
す
る
か
ら
、
事
物
の
關
係
も
、
事
物
の
運
動
と

共
に
攣
化
す
る
。
從
つ
て
、
關
係
と
い
う
も
の
も
時
間
的
歴
史
的
の
も
の
で
あ
る
。
田
邊

元
は
、

「
関
係
と
は
つ
ま
り
歴
史
と
い
う
も
の

㈹

に
露
着
す
る
。
」
と
い
つ
て
い
る
。

故

に
、
自
然
と
人
間
と
の
關
係
も
歴
史
的
に
探
求
す
る
必
要
が
あ
る
。

歴
史
的
に
見
て
、
こ
れ
ら
の
關
係
は
次
の
五
種
に
分
別
さ
れ
う
る
。

(5) (4)(3)(2)(1こ
れ
ら
の
五
種
の
關
係
の
中
、

ひ
い

て
は
自
然
と
人
間
と
の
載
は
い
か
に
和
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

西
欧

の
啓
蒙
時
代
に
信
奉
さ
れ
た
自
然
主
義
は
、
中
世
以
來
の
超
自
然
的
、
超
越
的
傾
向
に
封
し
て
、
自
然
的
、
内
在
的
見
地
を
あ
く
ま

で
維
持
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
縄
の
自
然
主
義
は
そ
の
傾
向
を
内
に
含
み
つ
つ
更

に
そ
れ
を
も
越
え
て
、
そ
の
自
然
的
内
在
的
見
地

を
更

に
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
印
ち
自
然
主
義
が
よ
つ
て
立
つ
所
の
人
間
中
心
主
義
の
否
定
で
あ
り
、
近
世

ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
の
克
服
で

㈱

 あ
る
。
こ
の
意
味
で
鈴
木
大
拙
が
縄
の
立
場
を

「
新
自
然
主
義
」
と
呼
ぶ
の
は
全
く
正
し
い
。

西
欧
の
自
然
主
義
が
近
世
以
來
の
科
學
的
技
術
的
自
然
支
配
か
ら

實
瞼
的
論
理
の

プ
ラ
グ
マ
チ
ズ

ム
を
生
み
、

更

に
そ
れ
が

ピ
ュ
ー
マ

自
然
と
人
間
と
が
相
孚
う
關
係

に
あ
り
と
な
す
自
然
観
ー

ラ
ツ
セ
ル
の
立
場

自
然
と
人
間
と
が
封
等
に
封
立
し
て
い
る
と
見
る
立
場

デ
カ
ル
ト

自
然
が
人
間
よ
り
下
位
に
位
す
る
と
考
え
る
立
場
ー

カ
ン
ト

自
然
が
人
間
よ
り
上
位
に
あ
り
と
な
す
立
場
ー

ル
ソ
ー
、
デ

ュ
ウ
イ

自

然

と

人
間

と

は
連

つ
て

い
る

と
観

る
立

場

ホ

ワ

イ

ト

ヘ

ツ
ド
、

ブ

ー

ト

ル
ー

何

れ
が

正

し

い
自

然

観

で

あ

ろ
う

か
。

し

か

し

て
琿

の
自

然

観

は

ど

の
よ

う

な

も

の

で

あ

ろ
う

か
。
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ニ
ズ

ム
を
撮
取
し
て
社
会
主
義
の
方
向

へ
進
む
に
封
し
て
、
暉
の
自
然
主
義
は
技
術
的
自
然
支
配
よ
り
も
む
し
ろ
自
然
主
義
初
期
の
藝
術
的

自
然
観
照
の
方
向
を
辿
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
が
考
え
た
よ
う
に
人
間
の
精
神
が
身
匿
を
完
全
に
離

れ
た
自
然
を
観
照
す

る
の
で
は
な
く
し
て
、
師
ち
、
自
然
を
自
己
の
外
に
見
や
る
の
で
は
な
く
し
て
、
人
間
と
自
然
と
の
樹
立
を
超
え
て
両
者
の
否
定
の
後
の
或

物
印

ち
自
然
法
爾
の
自
然
に
成
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
然
は
ド
ル
バ
ッ
ク
の
如
き
機
械
的
自
然
で
も
な
く
、
デ
ィ
ド
ロ
の
生
命
的
自
然
で
も

な
く
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
有
機
的
自
然
で
も
な
い
。
こ
れ
は
機
械
と
か
生
命
と
か
を
更
に
否
定
す
る
も
の
で
あ
つ
て
む
し
ろ
ル
ソ
ー
的
自

然
ベ
ル
グ
ソ
ン
的
自
然
に
近

い
も
の
で
あ
る
が
し
か
し
そ
の
よ
う
な
柚
的
自
然
と
も

い
う
こ
と
は
出
來
な
い
。
し
い
て
云
え
ば
縄
封
的
自
然

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
現
代
に
お
け
る
緊
急
課
題
印
ち
科
學
的
自
然
と
人
間
倫
理
と
の
統

一
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の
云
う
自
然
と
人
間
と
の

㈹

和
解

は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
や
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
よ
つ
て
さ
え
不
可
能
で
あ
つ
た
。
此
の
大
き
な
壁
、
ア
ポ
リ
ヤ
を
破
砕

す
る
た
め
に
は
人
間

の
大
き
な
決
断
が
要
求
さ
れ
る
。
師
ち
人
間
の
紹
鍬
否
定
、
大
死

一
番
が
な
く
て
は
此
の
ア
ポ
リ
ヤ
を
越
え
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
こ
こ
に

お
い
て
、
輝
的
自
然
が
唯

一
の
活
路
と
し
て
開
か
れ
る
と
い
え
ば
、
濁
断
の
そ
し
り
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
か
。

暉

は
人
間
の
作
爲
、
人
間
の
文
化
を
否
定
す
る
。
こ
の
意
味
で
ル
ソ
ー
の
自
然
主
義
に
近

い
と
言
え
る
が
、
然
し
ル
ソ
ー
の
如
き
倫
理
的

人
格

の
立
場
で
は
な
い
。
ル
ソ
ー
の
言
う

「
自
然
」
と
は
、

「
凡
て
は
造
物
主
の
手
か
ら
出
る
時
善
で
あ
る
が
、
人
間

の
手
に
於
て
悉
く
堕

⑯

落
す
る
。」
と
言
う
よ
う
に
、
自
然
の
人
間
が
善
で
あ
る
と
言
う
意
味
の
も
の
で
あ
る
。

暉

の
自
然
主
義
は
、
人
間
の
鋭
敏
な
智
慧
分
別
師
ち
人
間
理
性
の
狡
智
、
並
び
に
人
間
の
巧
妙
な
術
策
邸
ち
人
間
の
有
爲
的
な
行
爲
等
、

　
　

　

カ
ン
ト
の
倫
理
も
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
生
命
も
プ
ラ
グ

マ
チ
ズ
ム
の
行
爲
を
も
含
め
て

一
切
の
人
間
的
文
化
を
、
人
間
の
業

と
し
て
す
べ
て
否
定

す
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
紹
封
否
定

で
あ
る
。
こ
れ
が
繹
の
自
然
主
義

の
内
容
で
あ
る
。
臨
濟
が
、

「禰
諸
方
に
言
う
、
道

に
修
あ
り
謹
あ

り
と
。
錯
る
こ
と
莫
れ
。
設

い
修
し
得
る
者
有
る
も
、
皆
是
れ
生
死

の
業
な
り
。
爾
言
う
六
度
萬
行
齊
し
く
修
す
と
。
我
れ
見
る
に
皆
是
れ

㈲

造

業

。
」

と

い
う

所

以

で
あ

る
。
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道
元
が
、

「
自
己
を
忘
る
る
と
い
う
は
、
萬
法
に
詮
せ
ら
る
る
な
り
。
」
と

噺
定

せ
る
こ
と
こ
そ
誠
に
よ
く
縄
の
自
然
主
義
を
表
明
し
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
琿
の
自
然
主
義
を
最
も
端
的
に
提
唱
す
る
の
は
、
暉

の
五
家
七
宗
の
中
で
は
曹
洞
の
系
統
で
あ
る
。
古
來
よ
り
曹
洞
の
宗

ぬ　

　
り

む

け

旨
は
綿
密
と
い
わ
れ
、
又
曹
洞
土
民
と
い
わ
れ
、
或
は
又
、
心
地
を
究
む
も
の
と
構
せ
ら
れ
、
更
に
又
、
偏
正
回
互
が
曹
洞
の
特
質
で
あ
る

と
読

か
れ
て
い
る
が
、
吾
々
は
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
敢
て
曹
洞
の
特
色
を
輝

の
自
然
主
義
と
し
て
規
定
せ
ん
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

寳
鏡
三
昧
に
、

「
汝
不
是
渠
、
渠
正
是
汝
」
と
説
き
、
道
元
が
、

「自
己
を
は
こ
び
て
萬
法
を
修
謹
す
る
を
迷
と
す
。
萬
法
す
す
み
て
自

㈹

己
を
修
讃
す
る
は
悟
な
り
。」
と
い
う

黙
が
曹
洞
宗
の
特
色
で
あ
る
が
こ
れ
ら
の
言
読
こ
そ
、
最
も
よ
く

輝
の
自
然
主
義
を
標
榜
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

曹
洞
宗
の
元
租
洞
山
の
過
水
の
偶
は
彼

の
省
察
徹
底

の
偶
で
あ
つ
て
、
從

つ
て
こ
の
偶
こ
そ
最
も
よ
く
曹
洞
宗
の
特
質
を
表
現
し
て
い
る

と
言

う
こ
と
が
出
來
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
偶
に
い
わ
く
、

切
に
忌
む
他
に
随

つ
て
寛
む
る
こ
と
を

週
々
と
し
て
我
と
疎
な
り
。

我
、
今
、
濁
り
自
ら
往
く
も

慮
々
に
渠
に
逢
う
こ
と
を
得
。

渠
、
今
、
正
に
是
れ
我

我
、
今
、
是
れ
渠
な
ら
ず
。

鷹

に
須
ら
く
與
摩

に
會
し
て

㈲

方

に
如

々

に
契

う

を

得

べ

し

。

と
。
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洞
山

の
此
の
大
悟
徹
底
の
偶
こ
そ
最
も
よ
く
暉
の
自
然
主
義
を
調
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

自
然
主
義
は
通
常
、
歴
史
主
義
の
反
封
の
立
場
で
あ
り
、
輝
の
自
然
主
義
も
そ
れ
と
同
じ
く
、
人
間

の
倫
理
、
歴
史
、
文
化
を
否
定
す
る

が
然
し
、
歴
史
や
倫
理
が
暉
に
於
て
は
解
決
出
來
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

⑳

「
世
界
史
は
自
由
の
概
念
の
護
展
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。」
と

へ
ー
ゲ
ル
が
言
う
よ
う
に
、
歴
史
は

自
由
の
意
識

に
お
け
る
進
歩

で
あ

る
と
規
定
す
る
こ
と
が
出
來
る
が
、
歴
史
主
義
に
於
て
は
、
人
間
の
自
由
、
創
造
を
高
く
買
う
の
で
あ
る
。
然
し
自
然

の
必
然
性
の
中
に
も

㈲

必
ず
偶
然
性
が
内
在
す
る
如
く
、
歴
史
の
自
由
性
の
中
に
も
實
際
に
は
必
然
性
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
へ
ー
ゲ
ル
が
理
性

の
狡
智

ピ
一簿

α
2

<
①
導
暮
津

と
名
づ
け
る
所
以
で
あ
る
。

　

　

　

人
間
の
歴
史
的
創
造
と
錐
も
、
實
は
創
造
で
は
な
く
し
て
被
造
で
あ
り
、
自
由
で
は
な
く
し
て
必
然
で
あ
り
運
命
的

で
あ
る
。
佛
教
で
業

と
い
う
所
以
で
あ
る
。
吾
々
弱
小
な
る
人
間
は
歴
史
的
創
造
と
は
全
く
逆
に
、
世
界
史
の
大
き
な
流
に
何
ら
爲
す
所
な
く
押
し
流
さ
れ
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
。

從

つ
て
、
人
間
の
歴
史
に
は
眞
の
創
造
は
成
立
し
得
な
い
。
す
べ
て
が
他
動
的
、
受
動
的
で
あ
る
。

眞

の
創
造
は
、
眞
の
自
由
は
、
相
封
的
人
聞

の
立
場
を
超
え
る
所
に
現
成
す
る
。
暉
の
人
間
否
定
の
上
に
於
て
眞
の
創
造
が
實
現
す
る
。

こ
れ
が
眞
實
の
歴
史
主
義
で
あ
り
、
琿
の
み
が
、

こ
れ
を
吾
々
に
恵
與
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
輝
の
歴
史
主
義
が
成
立
つ
。
そ
し
て
こ
の
立
場
を
強
調
す
る
の
が
、
五
家
の
中
に
於
て
、
臨
濟
と
雲
門
の
二
家

で
あ
る
。
古
來
、
唐

宋
時
代
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
、
輝
の
諸
流
の
中
に
於
て
、
臨
濟
と
雲
門
の
二
宗
が
特
に
尊
重
さ
れ
る
理
由
の

一
つ
は
、
人
間
の
自
由
と
創

造
の
問
題
こ
そ
縄

の
核
心
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
六
租
慧
能
が
無
念
、
無
心
を
彊
調
す
る
如
く
、
琿
の
傳
統
の
本
流
を
傳
え
て
い
る
景
徳
傳
燈
録
三
十
巻
と
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る

千
七
百
則
の
公
案
は
、
畢
寛
す
る
に
、

「
無
心
に
鯖
れ
」
の

一
語
に
壷
き
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
來
る
。
ル
ソ
ー
が
、

「
自
然
に
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錦
れ
」
と
紹
叫
す
る
如
く
、
琿
の
公
案
は
す
べ
て
、

「無
心
に
蹄
れ
」
と
読
き
示
し
て
い
る
。
そ
の

「
無
心
に
鯖

る
」
と
は
天
地
自
然
の
ま

ま
に
任
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
人
間
の
巧
智
、
好
策
を
除
去
し
て
自
然
の
花
鳥
風
月
に
鋸
る
こ
と
で
あ
る
。
寒
山
が
美
し
い
自
然
風
物

の
詩
を

藪
多

く
遺
し
て
い
る
の
は
、
自
然
の
森
羅
萬
象
に
托
し
て
人
間
の
無
心
の
境
涯
と
無
心
の
行
爲
と
を
講
出
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
只
波

琿
と
か
不
生
輝
と
か

「
そ
の
ま
ま
暉
」
と
か
い
う
も
の
は
、
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
暉
の
自
然
主
義
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
自
己
を
否

定
し
て
大
自
然
を
自
己
と
す
る
の
で
あ
る
。

洞
山

の
過
水

の
偶
に
言
う
所
の

「
如
々
」
と
か
、
或
は
眞
如
、
ロハ浸
、

「
そ
の
ま
ま
」
と
い
う
表
現
は
、
暉
の
自
然
主
義
を
指
摘
す
る
最

も
適

切
な
言

で
あ
る
。
暉
が
理
想
主
義
で
も
な
く
又
、
神
秘
主
義
で
も
な
い
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

「
そ
の
ま
ま
」
の
境
地
は
、
邸

ち
洞
山
の
從

々
兄
、
徳
山
の
心
境
で
も
あ
る
。

「始
め
は
芳
章
に
随

つ
て
去
り
又
落
花
を
逐
う
て
回
る
」

「行

い
て
は
到
る
水
の
窮
る
虞
、

坐

し
て
は
看

る
雲

の
起
る
時
」
等

の
有
名
の
揮
家

の
旬
は
皆
、
琿
の
自
然
主
義
を
十
二
分
に
描
出
し
て
い
る
。
南
泉
が

「
卒
常
心
是
れ
道
」

と
喝
破
し
、
無
門
が
そ
の
南
泉

の
境
涯
を
頒
出
し
て
、

春
に
百
花
有
り
秋
に
月
有
り

夏
に
涼
風
有
り
冬
に
雪
有
り

若
し
閑
事
の
心
頭
に
控
る
こ
と
無
く
ん
ば

㈲

便
ち
是
れ
人
聞
の
好
時
節

と
い
う
の
は
、
輝
の
自
然
主
義
を
謹
明
す
る
に
蝕
り
あ
り
と
い
う
こ
と
が
出
來

る
。

「
如
々
」

「
眞
如
」
富
夢
91岱

印
ち

「
そ
の
ま
ま
」
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
作
爲
性
を
繕
封
に
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
印
ち
、

人
間

の
立
場
か
ら
は
全
く
手
の
属
か
ぬ
こ
と
、
手
の
つ
け
得
な
い
こ
と
を
示
し
た
言
葉

で
あ
る
。

「如
々
」
或
は

「
眞
如
」
と
は
、
人
間
の

立
場

で
考
え
る
、
或
は
行
爲
す
る
所
の
、
そ
の
ま
ま
を
言
つ
た
為
の
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

「
そ
の
ま
ま
」
と

い
う
表
現
に
は
往
々
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、

、

、

、

㈲

誤
解
が
生
じ
易
い
。
鈴
木
大
拙
が
、

「
そ
の
ま
ま
縄
は
好
い
方
と
い
け
な
い
方
と
の
両
面
を
も
つ
て
い
る
。」
と
い
う
所
以
で
あ
る
。

　

　

　

　

然

し
、

こ

の
よ

う

に
大
拙

が
言

う

こ

と

は
不

適

當

で

あ

つ
て
、

そ

の
ま

ま

暉

に
、

い
け

な

い
方

が

あ

る
筈

は

な

い
。

大

拙

は

「
そ

の
ま

ま

・

⑳

、

輝
の
い
け
な
い
方
は
任
に
相
鷹
す
る
。」
と

言
う
が
、
任
と
は
自
然
法
爾
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
人
間

の
は
か
ら
い
を
捨
て
て
紹
封
者
に
任

　

　

　

　

　

　

す
こ
と
で
あ
つ
て
、
任
こ
そ
好
い
方
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
ま
ま
琿
の

「
そ
の
ま
ま
」
印
ち
任
と
は
通
常
の
吾
々
人
間
の
言

う
そ

の
ま
ま
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
己
を
忘
れ
て
萬
法
の
謹
の
上
に
立
つ
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
有
限
的
人
間
の
立
場
か
ら
は
手
の
つ
け

、

㈲

よ
う

の
な
い
所

の
任
で
あ
る
。
從

つ
て
、
そ
の
ま
ま
輝
-
只
没
輝
を
観
照
的
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
適
當
で
は
な
い
。
観
照
と
い
う
こ
と
は

　

　

　

　

既
に
自
他
の
封
立
が
あ
る
か
ら
成
立
す
る
の
で
あ
つ
て
、
只
浸
ー
そ
の
ま
ま
に
は
自
と
他
の
差
別
は
な
い
。
天
地
自
然

の

一
枚

の
み
で
あ
る
。

他
を
観
照
す
る
自
己
と
し
て
の
人
間
は
既
に
否
定
さ
れ

つ
く
し
て
い
る
。
観
照
的
と
い
う
す
き
ま
さ
え
存
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

(未
完
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