
学
問
と
教
養
に
つ
い
て

は
じ
め
に

日
本
の
旧
制
大
学
は
､
近
代
の
ド
イ
ツ
の
大
学
に
多
-
そ
の
範
を
と
っ
て
い

る
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
近
代
の
ド
イ
ツ
の
大
学
は
､

一
八

一
〇
年
に
創
立
さ
れ

た
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
は
じ
ま
る
が
､
そ
の
創
設
に
尽
力
し
た

の
は
哲
学
者
で
あ

り
､
ま
た
当
時
プ
ロ
イ
セ
ン
文
教
局
長
官
で
あ
っ
た
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
･
フ
ォ
ン
･

フ
ン
ボ
ル
ト

W
i
lhe
l
m
von
H
u

mb
olt
(
1
七
六
七
-

1
八
三
五
)
で
あ

っ

た
｡
彼
の
理
想
と

す
る
新
しい
大

学
理念
は
､
当
時
の
大
学
の
状
態
を
克
服
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

こ
の
新
し
い
大
学
理
念
が
克
服
し
よ
う
と
し
た
対
象
は
二
つ
あ
っ
て
､
そ
の

一
つ
は
学
生
た
ち
の
暴
徒
化
で
あ
っ
た
｡
こ
の
時
代
の
学
生
た
ち
が
大
学

へ
進

学
し
た
の
は
､
学
問
研
究
の
た
め
な
ど
で
は
な
-
､
市
民
的
な
義
務
や
勤
労
の

義
務
に
拘
束
さ
れ
な
い
で
勝
手
気
ま
ま
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で

あ
り
､
特
に
大
学
に
進
学
す
る
大
き
な
魅
力
は
､
学
生
と
い
う
特
権
に
よ
っ
て

兵
役
義
務
を
避
け
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
あ
っ
た
｡
そ
の
よ
う
な
学
生
達
の

集
団
は
'
与
太
者
同
然
で
学
生
の
集
る
所
で
は
乱
暴
狼
籍
が
ひ
ど
く
'
当
時
の

大
学
は
学
問
研
究
や
教
育
の
場
所
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

新
し
い
大
学
理
念
が
克
服
し
よ
う
と
し
た
も
う

一
つ
の
対
象
は
､
啓
蒙
主
義

の
浅
薄
な
精
神
か
ら
出
発
し
て
い
る
実
用
主
義
的
見
地
か
ら
の
大
学
改
革
､
教

松

田

幸

子

育
改
革
の
試
み
で
あ

っ
た
｡
啓
蒙
主
義
の
功
利
的
､
実
用
主
義
的
傾
向
は
､
学

校
制
度
に
お
い
て
職
業
教
育
に
重
点
を
お
い
て
い
た
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
傾
向
を
克
服
し
ょ
う
と
し
た
新
し
い
大
学
の
理
念
は
'
旧
来
の
大

学
の
よ
う
に
非
実
用
的
な
書
物
に
よ
る
学
問
を
押
し
進
め
よ
う
と
し
た
の
で
は

な
-
､
履
習
規
定
や
教
育
課
程
､
学
習
態
度
の
評
定
な
ど
を
強
化
し
て

｢勉
強

の
強
制
｣
の
方
向
に
走

っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
学
問
研
究
の

｢自
由
な

場
所
｣
と
し
て
国
家
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
大
学
で
､
学
生
た
ち
が
研
究
を
通

し
て
教
養
を
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
o
言
い
か
え
れ
ば
'
フ
ソ
ポ
ル
ー
は
学
問
的

教
養
を
目
的
と
し
た
新
し
い
大
学
の
理
念
を
か
か
げ
て
ベ
ル
リ
ン
大
学
創
設
に

尽
力
し
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
小
論
で
は
､
フ
ン
ボ
ル
ト
の
学
問
的
教
養
と
は
何
か
を
考
察
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
､
彼
の
考
え
て
い
た
教
養
の
概
念
を
と
ら
え
て
み
た
い
と
考
え
て
い

る
｡一

大
学
の
本
質

｢大
学
は
学
問
研
究
の
最
高
の
場
所
で
あ
る
｡』

1
八
〇
九
年
四
月
よ
り
プ
ロ
イ
セ
ン
9
文
教
局
長
官
の
仕
事
を
引
き
受
け
た

フ
ン
ボ

ル
ト
は
､
在
任

一
年
六
ケ
月
の
問
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
創
設
を
め
ざ
し
て

フ
ロ
セ
イ
ソ
当
局
に
対
し
て
い
-
つ
か
の
提
案
を
し
て
い
る
が
､
そ
の
中
で
最
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も
重
要
な
も
の
は
､
｢
ベ
ル
リ
ン
高
等
学
術
機
関
の
内
外
の
組
織
に
つ
い
て
｣
と

い
う
建
白
書
で
あ
る
｡
こ
こ
で
彼
は
､
大
学
と
大
学
以
前

(高
等
学
校
ま
で
)

の
学
校
と
の
区
別
を
明
確
に
示
し
て
い
る
｡
彼
に
よ
れ
ば
'
大
学
以
前
の
学
校

は
研
究
が
完
了
し
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
の
知
識
を
伝
達
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
が
､
大
学
は
ま
だ
研
究
が
完
了
し
て
い
な
い
未
知
の
問
題
に
つ
い
て
､
教

師
と
学
生
が
同
等
の
立
場
に
立
っ
て
共
に
苦
労
し
な
が
ら
研
究
す
る
場
所
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
従
っ
て
'
大
学
で
は
教
師
と
学
生
の
関
係
は
大
学
以
前
の

学
校
の
も
の
と
は
別
な
も
の
と
な
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢教
師
は
学
生
の
た
め
に
存

在
す
る
の
で
は
な
く
､
教
師
と
学
生
は
共
に
学
問
の
た
め
に
存
在
す
る
｡
教
師

の
仕
事
は
ま
た
学
生
の
存
在
と
離
れ
難
-
結
び
つ
き
､
学
生
が
居
な
け
れ
ば
居

る
時
の
よ
う
に
は
良
く
は
か
ど
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
だ
か
ら
教
師
は
'
学
生
が

自
ら
進
ん
で
自
分
の
周
囲
に
集
ら
な
け
れ
ば
､
学
生
を
捜
し
出
し
て
自
分
の
力

を
学
生
の
力
に
結
び
つ
け
､
自
分
の
研
究
の
目
標
に
一
層
近
づ
こ
う
と
す
る
で

あ
ろ
う
｡
な
ぜ
な
ら
は
､
教
師
の
力
は
既
に
熟
達
し
て
い
る
が
､
し
か
し
そ
れ

故
に
学
生
と
比
べ
る
と
容
易
に
一
面
的
と
な
り
活
気
が
衰
え
た
も
の
で
あ
る
の

に
対
し
､
学
生
の
力
は
教
師
の
力
よ
り
貧
弱
で
は
あ
る
が
ま
だ

1
層
､
不
偏
不

党
に
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
向
っ
て
勇
敢
に
努
力
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
｣

フ
ン
ボ
ル
ト
に
よ
れ
ば
､
大
学
と
は
人
生
の
門
出
を
す
る
前
の
数
年
間
を
若

い
人
達
が
実
生
活
か
ら
離
れ
て
､
も
っ
ぱ
ら
学
問
的
思
索
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
と

こ
ろ
で
あ
る
｡
学
問
研
究
と
い
う
同

一
目
的
の
た
め
に
教
師
と
学
生
が
共
同
作

業
を
行
う
と
い
う
こ
と
が
大
学
の
本
質
で
あ
る
か
ら
､
｢大
学
の
講
義
を
聴
講
す

る
こ
と
は
副
次
的
な
こ
と
で
あ
る
｡
本
質
的
な
こ
と
は
､
志
向
を
同
じ
-
す
る

人
び
と
や
同
年
輩
の
人
び
と
と
'
も
っ
ぱ
ら
学
問
の
向
上
と
普
及
の
た
め
に
没

頭
し
て
い
る
傑
出
し
た
教
養
人
が
大
勢
い
る
と
思
わ
れ
る
小
さ
い
共
同
体

(大

学
)
の
中
で
､数
年
間
を
自
己
と
学
問
の
た
め
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡｣

フ
ン
ボ
ル
ト
は
'
以
上
の
よ
う
に
大
学
と
学
校
の
差
を
規
定
し
､
職
業
に
必
要

な
事
柄
を
教
え
る
た
め
の
学
校
を
大
学
と
区
別
す
る
よ
う
に
常
に
主
張
し
た
｡

こ
れ
は

一
八
世
紀
の
後
半
に
ド
イ
ツ
各
地
に
職
業
専
門
学
校
が
多
数
創
設
さ
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
鉱
山
ア
カ
デ
ミ
ー
'
建
築
ア
カ
デ
ミ
ー
､
農

業
専
門
学
校
､
ノ軍
医
学
校
､
獣
医
学
校
､
工
芸
大
学
な
ど
で
あ
る
o
さ
ら
に
一

九
世
紀
に
入

っ

て
か
ら
は
､
工
業
大
学
が
設
立
さ
れ
て
い
た
｡

大
学
は
学
問
研
究
の
場
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
場
合
の
教
師
と
学
生
と
の
関

係
に
注
目
す
る
な
ら
ば
､
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
先
づ
学
問
研
究
の
場
で

は
教
師
と
学
生
の
関
係
は
同
等
で
あ
る
こ
と
'
従

っ
て
学
問
的
な
学
識
の
量
や

熟
達
の
程
度
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
い
｡
重
視
さ
れ
る
の
は
学
問
研
究

へ

の
熱
意
や
態
度
で
あ
る
｡
次
に
教
師
と
学
生
の
関
係
が
同
等
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
､
共
に
学
問
研
究
に
向

っ
て
い
る
場
合
の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
教

師
も
学
生
も
学
問
研
究
の
た
め
に
大
学
に
居
る
の
で
あ
っ
て
'
教
師
は
学
生
に

学
問
研
究
を
指
導
す
る
た
め
に
存
在
す
る
と
い
う
よ
り
は
'
む
し
ろ
学
生
が
教

師
の
学
問
研
究
を
助
け
る
た
め
に
大
学
に
い
る
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
教
師
も
学

生
も
学
問
の
た
め
に
存
在
す
る
と
い
う
場
合
の
理
想
像
は
､
教
育
に
お
い
て
学

の
伝
統
を
伝
達
す
る
こ
と
だ
け
が
尊
ば
れ
た
り
'
教
師
個
人
の
人
格

へ
の
敬
服

と
か
教
師
の
教
え
に
た
だ
単
に
感
激
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
の
で
は
な
い
｡

(勿
論
教
育
の
場
で
は
教
師

へ
の
信
頼
は
必
要
で
は
あ
る
が
)
な
に
よ
り
も
重

視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
､
学
問
研
究
を
媒
介
と
し
て
の
教
師
と
学

生
の
同

一
水
準
の
立
場
で
の
問
答
で
あ
る
｡
実
存
哲
学
者
で
あ
る
ヤ
ス
パ
ー
ス

J

aspers
(
1
八
八
三
I

l
九
六
九
)
の
言
葉
を
借
用
し
て
説
明
す
る
な
ら
は
､

そ

れ
は
｢愛
し
な
が
ら
の
闘
い
｣
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
教
師
と
学
生
と
は
知

識
､
才
能
､
記
憶
力
､
疲
労
度
､
社
会
的
地
位
な
ど
は
異
に
し
て
い
て
も
､
互

に
1
切
の
力
を
出
し
合
っ
て
両
者
共
通
の
使
命
で
あ
る
学
問
研
究
に
従
事
し
て

い
る
点
で
は
同
等
の
立
場
に
立
っ
て
連
帯
感
を
持
ち
な
が
ら
助
け
合
い
な
が
ら

も
'
論
争
し
な
が
ら
研
究
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
で
あ
る
｡
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『学
問
研
究
の
拡
大
の
た
め
に
ア
カ
デ
ミ
ー
な
し
で
す
ま
す
こ
と
も
出
来
る
｡
ら

学
問
研
究
を
重
視
す
る
フ
ソ
ポ
ル
ー
で
は
あ
る
が
､
純
粋
に
学
問
研
究
を
取
り

扱
い
若
い
学
生
達
の
教
育
を
必
要
と
し
な
い
ア
カ
デ
ミ
ー
を
大
学
以
上
に
評
価

し
ょ
う
と
は
し
な
い
｡
｢も
し
大
学
の
使
命
は
授
業
と
学
問
の
普
及
で
あ
り
'
ア

カ
デ
ミ
ー
の
使
命
は
学
問
の
拡
大
で
あ
る
と
説
明
す
る
な
ら
ば
､
こ
れ
は
明
ら

か
に
大
学
に
対
し
て
不
正
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
｡確
か
に
学
問
は
ア
カ
デ
､､､
I

の
会
員
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
た
が
そ
れ
と
同
様
に
'
そ
し
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て

は
そ
れ
以
上
に
大
学
の
教
師
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
た
｡
-
-
-
｡
大
学
に
お
い

て
ほ
学
問
は
絶
え
ず
多
く
の
群
れ
､
し
か
も
活
発
な
若
々
し
い
頭
脳
の
群
れ
の

中
を
転
が
し
回
さ
れ
る
の
で
'
学
問
の
進
行
は
明
ら
か
に
大
学
に
お
い
て
､
よ

り
迅
速
で
あ
り
､
よ
り
活
気
が
あ
る
｡
-
-
｡
大
学
が
適
当
に
管
理
さ
れ
て
い

れ
ば
､
学
問
の
拡
大
を
純
然
た
る
大
学
に
委
ね
､
学
問
の
拡
大
と
い
う
目
的
の

た
め
に
ア
カ
デ
･,､
-
な
し
で
す
ま
す
こ
と
は
確
実
で
あ
る
｡｣
こ
の
フ
ソ
ボ
ル
ー

の
言
葉
か
ら
彼
が
学
問
研
究
の
場
と
し
て
関
心
を
深
く
し
て
い
た
の
は
大
学
だ

け
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
出
来
る
｡
そ
れ
は
彼
が
学
問
研
究
の
拡
大
の
た
め
に

は
､
学
問
研
究
に
熟
練
し
た
頭
脳
の
持
ち
主
と
､
さ
ら
に
活
発
で
若
々
し
い
頭

脳
の
群
れ
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
フ
ン
ボ
ル
ト
は
､
ア

カ
デ
ミ
ー
が
国
家
か
ら
独
立
し
た
団
体
で
あ
り
､
学
問
の
た
め
の
最
高
で
最
終

の
避
難
所
と
な
る
こ
と
を
ア
カ
デ
､､､
I
の
理
念
と
考
え
て
い
た
｡
そ
の
理
由
は
､

彼
の
考
え
て
い
た
大
学
は
国
立
大
学
で
あ
っ
た
事
に
由
来
す
る
｡
と
い
う
の
は
､

大
学
は
常
に
青
年
の
指
導
と
い
う
国
家
の
実
務
を
引
き
受
け
て
い
る
の
で
'
大

学
は
常
に
実
生
活
と
国
家
の
要
求
と
に
密
接
な
関
係
を
持

っ
て
い
る
｡
そ
れ
故
､

も
し
国
家
が
大
学
の
究
極
目
的
で
あ
る
学
問
研
究
の
自
由
を
目
的
そ
の
も
の
と

し
て
取
り
扱
わ
な
い
な
ら
ば
､
つ
ま
り
大
学
に
お
け
る
学
問
研
究
を
国
家
が
自

分
自
身
の
あ
る
目
的
の
手
段
と
す
る
場
合
に
は
､
精
神
の
奥
底
か
ら
創
造
さ
れ

る
学
問
に
と
っ
て
の
一
切
の
も
の
が
消
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う

な
場
合
､
学
問
の
避
難
場
所
と
な
る
の
が
ア
カ
デ
･,､
-
で
あ
る
と
フ
ン
ボ
ル
ト

は
考
え
た
｡

二

学
問
に
よ
る
教
糞

フ
ン
ボ
ル
ト
は

｢
ベ
ル
リ
ン
高
等
学
術
税
関
の
内
外
の
組
織
に
つ
い
て
｣
の

中
で
､｢大
学
の
本
質
を
内
面
的
に
見
れ
ば
客
観
的
な
学
問
と
主
観
的
な
倫
理
的

教
養
と
を
結
合
す
る
こ
と
で
あ
る
｣
と
述
べ
て
い
る
が
'
こ
の
場
合
の
学
問
に

よ
る
教
養
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
､
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵

は
､｢内
面
か
ら
由
来
し
内
面
に
植
え
つ
け
ら
れ
る
学
問
の
み
が
ま
た
性
格
を
も

改
造
し
､
そ
し
て
国
家
に
と
っ
て
も
人
頬
に
と
っ
て
も
知
識
と
雄
弁
で
は
な
-
､

性
格
と
行
動
が
重
要
で
あ
る
｡｣
と
い
う
彼
の
言
葉
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
｡
こ

こ
で
は
学
問
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
学
識
や
雄
弁
よ
り
も
､
学
問
研
究

を
通
じ
て
性
格
が
改
造
さ
れ
る
こ
と
が
教
養
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
｡
で
は

一
体
'
フ
ン
ボ
ル
ト
は
､
学
問
研
究
を
通
し
て
得
ら
れ
る
｢
ど
の
よ
う
な
も
の
｣

に
よ
っ
て
､
ま
た

｢ど
の
よ
う
に
｣
性
格
が
改
造
さ
れ
る
こ
と
が
人
類
に
と
っ

て
大
事
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
｡
学
識
が
重
視
さ
れ
な
い
な
ら
ば
､
あ

と
に
残
る
の
は
学
問
研
究
の
態
度
と
学
問
の
認
識
形
式
を
通
し
て
得
ら
れ
る
教

養
で
あ
る
｡
そ
し
て
前
者
の
根
本
が

｢孤
独
と
自
由
｣
な
生
活
態
度
で
あ
り
､

後
者
の
根
本
は

｢全
体
の
精
神
に
お
い
て
思
惟
す
る
こ
と
｣
で
あ
る
｡

『孤
独
と
自
由
』

フ
ン
ボ
ル
ト
の
大
学
の
理
念
に
従
え
は
､
大
学
生
活
を

支
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
原
則
は
｢孤
独
と
自
由
｣
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
に
､

孤
独
と
自
由
と
は
表
裏

一
体
を
な
す
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
本

来
的
意
味
は
'
純
粋
な
学
問
研
究
の
主
体
は
自
由
な
る
個
々
人
で
あ
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
｡
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
､
彼
は
リ
タ
ウ
エ
ソ
学
校
計
画
案
の
中
で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢人
間
が
た
だ
自
分
自
身
に
と
っ
て
､
そ
し
て
自
分
自

身
に
お
い
て
見
出
し
得
る
と
こ
ろ
の
､
す
な
わ
ち
､
純
粋
な
学
問
へ
の
洞
察
が
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大
学
の
た
め
に
留
保
さ
れ
て
い
る
｡
本
来
の
意
味
に
お
け
る
自
己
の
営
み
の
た

め
に
｣
と
｡
学
問
研
究
は
本
来
の
意
味
に
お
け
る
自
己
の
営
み
な
の
で
あ
る
｡

そ
れ
故
､
大
学
の
生
活
に
は

｢孤
独
と
自
由
｣
が
支
配
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡
そ
の
意
味
か
ら
も
､
大
学
で
は
教
師
の
講
義
を
聴
く
だ
け
と
い
う
受
身
の

行
動
は
'
大
学
本
来
の
課
題
で
は
な
い
｡
そ
う
は
言
っ
て
も
､
フ
ソ
ポ
ル
ー
が

講
義
の
意
義
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
､
彼
は
教

師
が
自
分
の
学
問
上
の
着
想
を
ま
と
め
'
そ
れ
を
講
義
す
る
こ
と
で
教
師
自
身

の
学
問
研
究
の
刺
激
に
な
る
よ
う
な
講
義
な
ら
有
意
義
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
｡

そ
の
場
合
に
は
､
学
生
の
自
由
意
志
的
な
聴
講
と
､
教
師
と
学
生
の
共
同
討
論

が
予
想
さ
れ
て
い
る
｡
た
だ
フ
ン
ボ
ル
ト
は
､
原
則
的
に

｢大
学
の
教
師
は
学

生
た
ち
が
み
ず
か
ら
学
習
す
る
の
を
遠
方
か
ら
指
導
す
べ
き
で
あ
る
｣
と
考
え

て
い
る
の
で
あ
る
｡
彼
に
よ
れ
は
'
大
学
と
は
､
教
師
と
学
生
が
そ
れ
ぞ
れ
孤

独
に
し
て
自
主
的
な
学
習
を
す
る
と
い
う
共
通
の
生
活
態
度
を
と
る
こ
と
が
大

切
な
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
こ
の

｢孤
独
と
自
由
｣
な
生
活
態
度
を
と

る
と
い
う
こ
と
は
､
た
っ
た

一
人
で
自
由
勝
手
に
研
究
す
る
こ
と
を
意
味
し
な

い
｡
孤
独
で
自
由
な
立
場
で
研
究
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
共
同
討
議
を
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
研
究
は
進
歩
す
る
と
い
う
考
え
と
結
び
つ
く
｡
す
な
わ
ち
'
｢人
頬

の
精
神
的
活
動
も
ま
た
､
共
同
活
動
と
し
て
の
み
繁
栄
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

し
か
も
､
こ
れ
は
あ
る
他
の
人
の
欠
陥
を
補
う
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
'
あ
る

人
の
成
就
し
っ
つ
あ
る
仕
事
が
他
の
人
を
感
動
さ
せ
'
そ
し
て
個
々
人
の
う
ち

に
た
だ
個
別
的
､
あ
る
い
は
派
生
的
に
の
み
輝
き
出
る
普
遍
的
根
源
力
が
す
べ

て
の
人
々
に
明
ら
か
と
な
る
た
め
で
も
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
こ
の
種
の
機
関
の
内

部
組
織
は
絶
え
ず
活
気
づ
い
て
い
る
が
'
し
か
し
強
制
的
で
も
意
図
的
で
も
な

い
不
断
の
共
同
作
業
を
出
現
し
､
こ
れ
を
維
持
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
｡
｣
こ
の
よ
う
な

｢孤
独
と
自
由
｣
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
研
究
生
活
の
主
張

の
背
後
に
は
'
ま
た
次
の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
｡
た
と
え

一
時
的
に
せ
よ
'

学
生
が

｢自
己
と
学
問
の
た
め
に
の
み
｣
生
き
る
に
は
'
社
会
的
な
周
囲
の
世

界
か
ら
隔
離
さ
れ
た
孤
独
を
味
わ
う
べ
き
で
あ
り
､
ま
た
学
生
た
ち
相
互
の
学

問
的
で
な
い
交
際
は
つ
つ
し
む
べ
き
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
学
者
の
生
活
原
理
で
あ
る

｢孤
独
と
自
由
｣
が
学
生
に
も
要
求
さ

れ
て
い
る
大
学
理
念
の
中
に
は
､
大
学
で
は
学
者
的
な
生
活
態
度
の
伝
授
が
な

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

そ
の
点
に
関
し
て
､

ヘ
ル
ム
ー
ト
･
シ
ェ
ル
ス
キ
ー
H
elm
ut
S
ch
elsk
y
(
I

九

二

一-
)
は
明
確
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
フ
ン
ボ
ル
ト
に
と
っ
て
大
学
と
い
う
も

の
は
､あ
る
結
果
を
め
ざ
し
た
専
門
的
職
業
教
育
を
仲
介
す
べ
き
で
は
な
-
て
､

人
間
の
全
生
涯
に
わ
た
っ
て
作
用
を
及
ぼ
す
存
在
形
式
を
与
え
る
所
で
あ
っ
た

こ
と
は
明
白
で
あ
る
｡｣大
学
教
育
は

｢プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
と

学
生
と
の
共
同

生
活
に
お
い
て
伝
授
さ
れ
る
存
在
形
式
こ
そ
が
ま
ず
第

一
で
あ
る
｡
つ
ま
り
知

識
で
は
な
-
て
存
在
が
仲
介
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
｡｣
大
学
は
研
究
と
教
育

の
機
関
で
あ
る
と
し
は
し
は
い
わ
れ
る
が
､
フ
ン
ボ
ル
ト
の
大
学
の
理
念
か
ら

見
れ
ば
､
大
学
に
お
け
る
教
育
内
容
は

｢孤
独
と
自
由
｣
な
研
究
態
度
の
伝
授

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
こ
の
よ
う
に
伝
授
さ
れ
た
も
の
が
学
問
に
よ
る
教
養

の
一
つ
な
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
環
境
の
影
響
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
自
分
自

身
を
見
失
わ
ず
に
自
発
的
､
生
産
的
に
思
惟
す
る
能
力
が
身
に
つ
く
こ
と
で
あ

る
｡『全

体
の
精
神
に
お
い
て
思
惟
す
る
こ
と
｡』

あ
ら
ゆ
る
純
粋
な
学
問
認
識

は
､
知
識
と
真
理
の
全
体
に
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
い
う
哲
学
的

な
学
問
観
が
あ
る
｡
し
か
し
前
に
も
考
察
し
た
よ
う
に
'
学
問
の
本
質
が
研
究

で
あ
り
ま
だ
未
解
決
の
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
､
学
問
と
は

｢
ま

だ
完
全
に
は
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
'
決
し
て
完
全
に
発
見
さ
れ
る
こ
と
も
な
い

も
の
｣
と
し
て
絶
え
ず
追
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
｡
従
っ
て

学
問
の
領
域
は
様
々
な
現
象
が
あ
る
限
り
広
が
り
得
る
わ
け
で
あ
る
｡
そ
の
上
､
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学
問
の
対
象
は
考
え
ら
れ
る
素
材
は
か
り
で
は
な
く
て
､
｢考
え
る
｣
と
い
う
精

神
活
動
も
ま
た

一
つ
の
現
象
と
し
て
学
問
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
'

学
問
の
領
域
を
全
体
的
に
と
ら
え
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
ら
う
｡
そ
れ

故
'
フ
ン
ボ
ル
ト
は

｢全
体
の
精
神
に
お
い
て
思
惟
す
る
こ
と
｣
を
､
あ
ら
ゆ

る
世
界
的
事
実
と
の
包
括
的
な
コ
-
ユ
ニ
ケ
t
シ
ョ
ソ
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る

と
解
釈
し
た
｡
つ
ま
り
､
あ
ら
ゆ
る
世
界
的
事
実
の
探
求
を
通
し
て
人
々
が
そ

こ
で
感
じ
と
っ
た
精
神
的
な
も
の
の
全
体
を
､
個
人
の
中

へ
と
摂
取
同
化
す
る

方
向
を
求
め
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
フ
ン
ボ
ル
ト
の
考
え
に
反
し
て
､
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
初
代
の
学

長
で
あ
っ
た
フ
ィ
ヒ
テ
F
ic
h
te
(
一
七
六
二
-

一
八

一
四
)
は
､
｢全
体
の
精
神

に
お
い
て
思
惟
す
る
こ
と
｣
と
は

｢思
惟
全
体
の
統

こ

で
あ
る
と
考
え
､
そ

の

｢思
惟
全
体
の
統

一
｣
を
大
学
の
制
度
の
中
に
も
取
り
入
れ
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
た
｡
そ
れ
故
､
大
学
が
自
ら
の
内
部
で
研
究
す
る
あ
ら
ゆ
る
学
問
的
な

対
象
物
が
有
機
的
に
統

一
さ
れ
る
た
め
に
は
､
た
だ

l
人
の
哲
学
者
が
大
学
の

学
問
研
究
を
支
配
的
に
指
導
す
べ
き
で
あ
る
と
言
う
全
-
実
現
不
可
能
な
こ
と

を
提
案
し
て
い
る
｡

｢学
問
的
に
思
惟
す
る
こ
と
は
全
体
的
な
精
神
に
お
い
て
思
惟
す
る
こ
と
で

あ
る
｣
と
い
う
意
味
を
､
フ
ン
ボ
ル
ト
は
､
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
具
体
的
に
解

釈
す
る
｡
そ
れ
は
彼
の
学
問
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る

｢人
間
育
成
論
｣
の
中
に

み
ら
れ
る
｡
学
問
研
究
を
し
て
い
る
学
者
が
､
た
だ
自
分
の
専
門
分
野
に
の
み

専
念
す
る
あ
ま
り
､

一
面
的
な
真
理
の
み
を
発
見
し
､
特
殊
な
結
果
だ
け
を
獲

得
す
る
た
め
に
､
考
え
方
に
お
い
て
一
面
的
な
傾
向
を
持
つ
こ
と
は
､
人
間
と

し
て
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
以
上
に
悪
い
の
は
､
自
ら
の
特
殊
な
専
門
を

持
つ
こ
と
も
で
き
ず
に
'
た
だ
あ
ら
ゆ
る
専
門
分
野
か
ら
'
自
ら
の
教
養
の
た

め
の
利
益
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
人
達
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
両
者
に
と
っ
て
は
､

学
問
研
究
は
時
間
つ
ぶ
し
の
遊
び
道
具
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
｡
し
か
し
そ

れ
ぞ
れ
の
学
問
は
人
間
育
成
に
関
連
し
な
け
れ
ば
価
値
が
な
い
O
従
っ
て
､
真

に
学
問
研
究
を
押
し
進
め
て
い
く
学
者
は
'
自
分
の
専
門
分
野
の
研
究
を
し
な

が
ら
更
に
他
の
あ
ら
ゆ
る
専
門
分
野
の
研
究
対
象
の
世
界
の
理
解
を
深
め
る
方

向
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
そ
こ
で
得
ら
れ
る
全
体
性

に
よ
り
､
学
者
は
自
分
の
人
格
の
中
な
る
人
間
性
を
豊
か
に
L
t
そ
の
よ
う
に

し
て
学
問
は
人
間
性
の
拡
大
に
貢
献
で
き
る
か
ら
で
あ
る
｡
以
上
の
よ
う
な
'

フ
ン
ボ
ル
ト
の

｢人
間
育
成
論
｣
の
論
旨
は
'
学
問
研
究
に
よ
っ
て
身
に
つ
い

た
全
体
性
へ
の
思
惟
が
'
同
時
に
人
間
の
道
徳
化
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
と
い
う

根
本
確
信
を
示
し
て
い
る
｡
こ
こ
に
も
彼
は
学
問
に
よ
る
教
養
を
認
め
て
い
る
｡

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
､
学
問
に
よ
る
教
養
と
は
学
問
研
究
の
態
度
や
思
惟

形
式
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
､
つ
ま
り
学
問
的
精
神
で
あ
る
こ

と
が
明
白
に
な
っ
た
｡
し
か
し
学
問
的
精
神
が
そ
の
ま
ま
教
養
で
あ
る
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
O
厳
密
に
い
え
は
､
そ
れ
は
教
養
の
条
件
な
の
で
あ
る
o
そ
の

点
に
関
し
て
は
'
フ
ソ
ポ
ル
ー
の
教
養
の
概
念
を
次
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り

判
明
す
る
｡

三

教
義
の
概
念

フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
論
の
背
後
に
は
一
つ
の
人
間
観
が
控
え
て
い
る
｡
人
間

は
す
べ
て
個
別
的
で
あ
り
､人
間
と
し
て
の
1
側
面
を
持
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
､

人
間
に
可
能
な
す
べ
て
の
能
力
を
完
全
に
自
己
の
中
に
持
っ
て
い
な
い
｡
例
え

は
人
間
は
誰

一
人
と
し
て
純
粋
な
意
味
で
の
人
間
で
は
な
い
｡
必
ず
男
か
女
で

あ
り
､
さ
ら
に
そ
の
上
､
各
人
別
々
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
｡
｢比
較
人
間
学
の

プ
ラ
ン
｣
の
中
で
フ
ン
ボ
ル
ト
は
そ
の
よ
う
な
男
女
の
相
異
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
｡
要
約
す
れ
ば
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
男
と
女
は
身
体
の
つ

-
り
の
相
異
と
同
様
に
知
的
能
力
や
美
的
な
も
の
に
対
す
る
感
受
性
に
つ
い
て

も
､
そ
の
他
の
能
力
や
性
格
に
つ
い
て
も
大
き
な
違
い
が
あ
る
｡
女
子
は
直
接
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的
な
価
値
や
内
容
を
持
っ
て
い
る
も
の
に
対
し
て
の
考
察
に
非
常
に
強
い
愛
着

を
示
す
の
に
､
間
接
的
な
も
の
や
象
徴
的
な
も
の
へ
の
愛
着
は
非
常
に
少
な
い
｡

ま
た
女
子
は
現
実
に
よ
っ
て
自
分
の
中
に
生
ず
る
印
象
に
耽
る
こ
と
が
多
い
の

で
､
現
実
を
分
析
し
た
り
精
確
に
探
求
す
る
と
い
っ
た
事
柄
に
は
あ
ま
り
得
意

で
は
な
い
｡
そ
こ
で
自
然
と
理
念
の
間
を
関
連
づ
け
な
が
ら
事
物
の
本
質
を
把

握
し
た
り
､
純
粋
な
真
理
の
探
求
を
行
う
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
'
男
子
の

本
性
を
通
し
て
助
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
-
な
る
｡
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
フ
ン
ボ

ル
ト
は
こ
こ
で
男
女
の
優
劣
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
､
性
格
の
違
い

を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡
そ
し
て
ま
た
二
つ
の
性
格
が
助
け
合
い
結
合
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
t
よ
り
よ
い
結
果
が
生
ず
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
｡
例

え
は
男
性
の
精
神
が
随
意
の
着
想
や
つ
ま
ら
な
い
考
え
で
疑
い
た
め
ら
っ
て
い

る
時
､
女
の
健
康
的
で
自
然
な
洞
察
が
男
性
の
精
神
を
元
気
づ
か
せ
､
し
っ
か

り
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
っ
た
よ
う
に
で
あ
る
｡

各
人
は
自
分
の
性
質
を
よ
-
洞
察
し
個
性
的
に
成
長
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
け

で
あ
る
｡
ま
た

一
人
の
人
間
が
多
く
の
能
力
を
持

っ
て
い
た
と
し
て
も
､

一
生

の
う
ち
で
実
現
出
来
る
の
は
多
-
の
理
想
の
う
ち
で

1
つ
だ
け
で
あ
ら
う
｡
そ

の
場
合
､
人
竺

面
的
性
格
し
か
持
て
ず
､
考
え
方
も
片
寄
る
TJ
と
に
な
る
｡

そ
の
よ
う
な
状
態
で
は
真
の
教
養
人
に
は
な
れ
な
い
｡
人
間
は
人
間
の
究
極
の

目
的
と
し
て
､
人
間
の
持
ち
得
る
諸
々
の
能
力
を
各
人
が
体
現
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
｡
人
間
が
完
全
な
人
間
で
あ
る
た
め
に
は
'
人
類
が

一
人
の

人
間
の
中
に
体
現
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
｡
こ
れ
が
フ
ソ
ポ
ル
ー
の
言
う
教
養
の

内
容
な
の
で
あ
る
が
'
結
局
そ
れ
を
完
全
に
実
現
す
る
こ
と
は
有
限
な
人
間
に

と
っ
て
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
て
'
そ
れ
は
各
人
が
無
限
の
努
力
に
よ
っ
て

そ
こ
へ
到
達
し
よ
う
と
す
る
理
念
な
の
で
あ
る
｡

結
局
､
フ
ン
ボ
ル
ト
は
個
々
人
が
自
ら
の
人
格
の
中
に
普
遍
性
を
も
つ
こ
と

が
教
養
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
次
の
よ
う
な
言
葉
で
教
養
を
説

明
し
よ
う
と
す
る
｡
｢世
界
と
人
間
性
を
自
己
自
身
の
人
格

へ
変
え
る
こ
と
が
言

葉
の
最
高
の
意
味
に
お
け
る
人
間
的
生
活
で
あ
る
｡｣
わ
れ
わ
れ
の
人
格
の
中
の

人
間
性
を
豊
か
に
す
る
に
は

｢
わ
れ
わ
れ
の
自
我
を
世
界
と
結
び
つ
け
'
も
っ

と
も

一
般
的
に
､
も
っ
と
も
活
発
に
､
も
っ
と
も
自
由
な
相
互
作
用
を
ひ
き
お

こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
｡｣
と
こ
ろ
で
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
は
､
フ
ン
ボ
ル
ト
の
こ
の

よ
う
な
教
養
論
の
目
標
を

｢個
別
的
無
限
性
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
｣
と
比
評

し
て
い
る
｡

フ
ン
ボ
ル
ト
に
よ
れ
は
'
人
格
の
中
の
人
間
性
と
い
う
概
念
に
盛
沢
山
の
内

容
を
つ
け
加
え
る
こ
と
が
出
来
る
人
'
つ
ま
り
真
の
教
養
人
は
自
己
の
周
囲
に

対
し
て
自
主
的
に
正
し
い
判
断
を
下
せ
る
よ
う
に
な
り
､
徳
を
実
践
す
る
こ
と

が
出
来
る
の
で
あ
る
｡
彼
は
､
人
間
の
行
う
徳
や
悪
徳
を
教
養
に
か
か
わ
る
問

題
と
し
て
い
る
｡
徳
と
か
悪
徳
と
か
は

｢諸
々
の
人
間
の
本
性
に
付
着
し
て
い

る
も
の
で
も
､
ま
た
諸
々
の
性
格
的
側
面
に
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の

で
も
な
い
｡
徳
や
悪
徳
は
､
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
的
諸
々
の
傾
向
性
の
調
和
､
不

調
和
に
も
と
ず
-
と
こ
ろ
が
非
常
に
多
い
｡｣
｢個
々
人
の
個
性
の
中

へ
普
遍
性

を
宿
す
｣
こ
と
が
フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
観
で
あ
る
が
'
そ
の
理
由
は
入
校
と
い

う
普
遍
的
立
場
か
ら
行
為
す
る
こ
と
が
徳
と
結
合
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
｡

そ
の
点
に
関
し
て
は
'
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
が
フ
ン
ボ
ル
ト
の
教
養
観
は
カ
ン
ト

K
an
t
(
一
七
二
四
～

一
八
〇
四
)
の
思
想
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
と
述
べ
て
い

る

こ
と
は
正
し
い
｡
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
I
s
p
r
an
g
er
(
一
八
八
二
I
)
の
指
摘
を

待
つ
ま
で
も
な
-
､
フ
ソ
ポ
ル
ー
の
教
養
論
に
は
､
｢汝
の
意
志
の
格
率
が
常
に

同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
し
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
｣
と
い
う

カ
ン
ト
倫
理
学
の
根
本
法
則
が
よ
く
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
｡

｢教
養
は
倫
理
と
結
び
つ
-
｣
こ
の
よ
う
な
倫
理
的
教
養
の
条
件
と
な
る
も
の

が
､
フ
ン
ボ
ル
ト
に
よ
れ
ば
人
間
の
知
的
な
自
己
教
育
と
い
う
形
態
で
あ

っ
て
'

特
殊
よ
り
普
遍
を
求
め
る
純
粋
な
学
問
的
精
神
を
身
に
つ
け
る
こ
と
な
の
で
あ

201
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る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
､
彼
は

｢
ベ
ル
リ
ソ
高
等
学
術
楼
関
の
内
外
の
組
織
に

つ
い
て
｣
の
書
き
出
し
を
次
の
言
葉
で
飾

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

｢高
等
学
術
機
関
は
､
国
民
の
道
徳
的
文
化
の
た
め
に
直
接
的
に
生
ず
る

一
切

の
も
の
が
集
合
す
る
峰
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
峰
と
⊥
て
の
こ
の
機
関
は
､
言

葉
の
最
も
深
い
最
も
広
い
意
味
で
の
学
問
に
従
事
し
､
そ
し
て
､
学
問
を
､
精

神
的
倫
理
的
教
養
の
た
め
の
材
料
と
し
て
､
つ
ま
り
意
図
的
で
は
な
い
が
お
の

ず
か
ら
合
目
的
に
準
備
さ
れ
る
材
料
と
し
て
､
国
民
の
利
用
に
委
ね
る
こ
と
に

基
づ
い
て
い
る
｡
｣

お
わ
り
に

職
業
教
育
よ
り
も
普
通
教
育
を
､
特
殊
よ
り
普
遍
を
と
い
う
フ
ソ
ポ
ル
ー
の

教
育
の
理
念
は
'
大
学
教
育
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
｡
学
校
制
度
は
'
小
学
校
､

ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
､
大
学
と

一
貫
し
て
普
通
教
育
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
彼

に
よ
れ
ば
､
実
生
活
の
要
求
す
る
も
の
'
個
々
の
職
業
が
要
求
す
る
も
の
は
､

学
校
教
育
か
ら
引
き
離
す
べ
き
で
あ
り
､
そ
れ
は
完
全
な

一
般
的
教
育
の
後
で

習
得
さ
れ
る
べ
き
の
も
の
で
あ
る
｡
も
し
こ
の
二
つ
が
混
同
さ
れ
る
よ
う
な
こ

と
が
あ
れ
ば
'
人
間
の
育
成
は
不
純
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
｡
人
間
を

一
定

の
型
に
は
め
る
こ
と
な
-
､
自
由
人
と
し
て
育
て
る
こ
と
が
教
育
の
最
高
の
目

的
で
あ
り
､
自
由
人
の
も
と
に
こ
そ
家
族
の
粋
も
親
密
と
な
り
生
業
は
よ
り
前

進
し
､
す
べ
て
の
芸
術
や
学
問
も
繁
栄
し
､
立
派
な
教
育
者
や
政
治
家
も
育
つ

の
で
あ
る
O
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