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三
十
七 

独
り
歩
む
精
神
を
た
ど
る 

 

時
間
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
ほ
か
の
条
件
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
に
読
ん
だ
書
物
の
中
で
重
要

な
も
の
を
読
み
直
す
こ
と
も
大
切
だ
と
気
づ
い
て
、
夏
に
ス
ピ
ノ
ザ
と
カ
ン
ト
の
哲
学
に
耳
を
傾
け
た
ら
、

初
冬
に
な
っ
て
も
ま
だ
カ
ン
ト
の
慈
光
が
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
『
カ
ン
ト
の
生
涯
と
学
説
』
を
読
ん
で
み

よ
う
と
い
う
気
に
な
っ
た
。
以
前
に
カ
ン
ト
の
人
と
な
り
や
生
活
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
と
き
に
は
、
そ

の
書
物
に
立
ち
向
か
う
元
気
が
足
り
な
く
て
た
め
ら
っ
た
の
だ
っ
た
。
著
者
Ｅ
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
著
作

は
い
く
ら
か
読
ん
で
い
る
。
こ
の
人
の
綿
密
さ
か
ら
し
て
得
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
は
ず
だ
。 

 

実
際
、
そ
の
と
お
り
に
な
っ
た
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
書
名
の
最
初
の
語
「
生
涯
」
よ
り
も
う
し
ろ
に

置
く
語
「
学
説
」
の
解
説
に
力
を
尽
く
し
て
い
る
。
そ
う
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
が
彼
の
哲
学
を
た
ゆ
ま
ず

探
求
・
開
拓
し
て
築
き
上
げ
、
そ
の
思
想
全
体
を
生
き
方
そ
の
も
の
と
し
て
体
現
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
。
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
紹
介
を
切
り
つ
め
た
こ
の
書
物
が
、
ど
ん
な
伝
記
よ
り
も
充
実
し
た
「
生
涯
」
の

記
述
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
こ
そ
、
カ
ン
ト
が
「
い
か
な
る
業
績
を
後
世
に
の
こ
し
た
か
、
十
分
に

書
き
上
げ
た
」
書
物
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

緒
論
が
人
間
の
「
生
涯
」
を
見
極
め
る
大
事
な
視
点
を
教
え
て
く
れ
る
。
課
題
を
「
カ
ン
ト
の
学
説
の
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形
式
に
呼
応
す
る
『
生
の
形
式
』
を
発
見
し
、
こ
れ
を
明
瞭
に
示
す
点
に
あ
る
」
と
し
、
一
般
的
に
有
益

な
命
題
を
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
思
想
は
、
生
に
み
ず
か
ら
の
形
式
を
与
え
る
と
同
時
に
、
逆
に
生
か

ら
生
そ
れ
自
身
の
形
式
を
取
り
戻
す
の
で
あ
る
」
と
。
ま
た
、
デ
カ
ル
ト
の
範
例
を
あ
げ
て
、
「
観
念
的

な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
、
世
界
像
と
生
の
形
姿
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
一
不
可
分
の
精
神
的
発
展
過
程
の

契
機
と
な
っ
て
い
る
」
と
。
凡
人
も
と
き
ど
き
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

こ
の
書
物
は
、
カ
ン
ト
の
主
著
で
あ
る
三
つ
の
『
批
判
』
の
書
を
、
そ
の
要
点
を
漏
ら
さ
ず
十
分
に
論

述
し
的
確
に
解
説
す
る
。
一
つ
ひ
と
つ
の
重
要
概
念
の
成
熟
を
、
そ
の
途
上
で
発
表
さ
れ
た
論
考
も
紹
介

し
な
が
ら
、
て
い
ね
い
に
た
ど
る
。
単
な
る
解
説
に
終
わ
ら
な
い
論
述
は
、
自
身
も
す
ぐ
れ
た
哲
学
者
で

あ
る
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
、
自
分
の
頭
で
考
察
し
な
が
ら
か
み
く
だ
い
て
、
全
体
と
し
て
の
カ
ン
ト
の
思
想

を
再
構
築
す
る
と
い
う
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
解
釈
が
入
り
こ
ま
ざ
る
を
え
な

い
が
、
た
し
か
に
カ
ン
ト
の
思
考
の
発
展
を
忠
実
に
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
書
物
は

批
判
哲
学
の
す
ぐ
れ
た
総
括
に
な
っ
て
い
る
。
わ
た
し
は
、
こ
れ
を
読
ん
で
、
自
分
の
不
十
分
な
カ
ン
ト

理
解
を
一
歩
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。 

 

『
純
粋
理
性
批
判
』
で
議
論
さ
れ
た
理
論
理
性
に
つ
い
て
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
二
十
世
紀
の
前
四
半

世
紀
ま
で
の
自
然
科
学
の
発
展
を
目
撃
し
な
が
ら
、
大
部
の
著
作
と
な
る
は
ず
の
『
認
識
問
題
』
を
出
版
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し
さ
ら
に
考
察
し
つ
つ
あ
っ
た
。
『
カ
ン
ト
の
生
涯
と
学
説
』
は
そ
の
考
察
の
成
果
を
取
り
入
れ
て
い
る

と
思
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
伝
統
の
中
に
生
き
た
カ
ン
ト
は
、
ギ
リ
シ
ア
以
来
発
展
し
た
思
想
の
批
判

に
よ
っ
て
自
己
の
哲
学
を
築
き
あ
げ
て
い
っ
た
の
で
、
体
系
の
完
全
性
を
追
求
し
て
や
ま
な
い
そ
の
姿
勢

か
ら
、
「
存
在
」
の
「
根
源
者
」
あ
る
い
は
「
絶
対
者
」
を
位
置
づ
け
ず
に
は
す
ま
せ
な
い
。
だ
が
、
カ

ッ
シ
ー
ラ
ー
は
「
根
源
者
」
や
「
絶
対
者
」
を
焦
点
と
す
る
議
論
を
展
開
し
な
い
。
カ
ン
ト
の
主
意
を
、

―
―
「
『
自
我
』
で
さ
え
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
演
繹
の
目
標
で
あ
っ
て
、
そ
の
出
発
点
で
は
な
い
」
。
「
経

験
的
自
己
意
識
は
、
経
験
的
対
象
意
識
に
時
間
的
・
事
態
的
に
先
行
し
な
い
。
む
し
ろ
客
観
化
と
規
定
と

の
同
一
の
過
程
に
お
い
て
、
我
々
に
と
っ
て
経
験
の
全
体
が
『
内
的
な
も
の
』
と
『
外
的
な
も
の
』
、
『
自

我
』
と
『
世
界
』
の
範
囲
へ
と
わ
か
れ
る
の
で
あ
る
」
と
し
、
「
魂
の
概
念
は
た
だ
理
念
に
お
け
る
実
体

の
み
を
言
い
表
わ
し
、
実
在
に
お
け
る
実
体
を
言
い
表
わ
さ
な
い
」
…
と
整
理
す
る
。
宇
宙
論
的
理
念
に

つ
い
て
も
、
「
我
々
が
い
つ
か
最
終
項
に
到
達
す
る
こ
と
は
な
い
」
こ
と
、
「
経
験
認
識
の
永
続
的
課
題

を
な
す
存
在
の
総
体
性
を
、
存
立
す
る
与
え
ら
れ
た
客
観
と
な
す
な
ら
ば
、
直
ち
に
超
越
的
と
な
る
」
と
、

超
越
を
戒
め
る
。
そ
し
て
神
学
的
理
念
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
の
批
判
が
「
す
べ
て
の
合
理
的
神
学
が
こ
れ

ま
で
依
拠
し
て
き
た
全
存
在
論
的
推
論
を
無
力
化
」
し
た
、
と
判
定
す
る
―
―
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
総
括

が
、
わ
た
し
の
カ
ン
ト
理
解
を
強
固
に
し
た
。
あ
い
か
わ
ら
ず
お
ぼ
ろ
げ
に
し
か
見
な
い
け
れ
ど
も
、
世

界
と
自
分
自
身
に
対
す
る
立
ち
位
置
で
ぐ
ら
つ
く
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。 
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だ
が
、
生
き
て
い
る
人
間
の
理
性
は
、
い
つ
も
ど
の
よ
う
に
行
動
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
問
い
に
直
面

す
る
。
そ
れ
は
、
真
摯
に
生
き
る
カ
ン
ト
に
は
と
り
わ
け
重
大
な
現
実
的
な
問
題
だ
っ
た
。「
実
践
理
性
」

こ
そ
、
理
論
理
性
を
整
序
し
終
え
た
ら
、
取
り
組
む
べ
き
主
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は

批
判
的
倫
理
学
と
呼
ぶ
。
道
徳
性
は
人
類
が
直
面
し
続
け
て
き
た
こ
と
が
ら
で
、
「
新
し
い
原
則
を
導
入

し
、
初
め
て
発
見
し
よ
う
な
ど
と
す
る
」
必
要
は
な
い
。
カ
ン
ト
の
倫
理
学
は
「
形
式
」
を
提
出
す
る
の

で
あ
る
、
道
徳
の
法
則
を
あ
の
名
高
い
が
だ
れ
も
が
忘
れ
が
ち
な
定
言
命
法
と
し
て
。
そ
し
て
そ
の
形
式

こ
そ
が
、
理
論
理
性
と
矛
盾
し
な
い
実
践
理
性
を
定
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。 

 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
論
述
を
つ
な
い
で
、
わ
た
し
は
次
の
よ
う
に
了
解
す
る
。
「
人
間
が
、
自
分
自
身
を

自
由
に
作
用
す
る
原
因
で
あ
る
と
意
識
す
る
」
事
実
を
ひ
き
受
け
て
、
カ
ン
ト
は
倫
理
学
の
根
本
に
、「
自

律
の
概
念
」
を
採
用
し
、
「
自
由
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
し
て
道
徳
的
法
則
」
を
置
く
。
人
間
は
、
「
そ

の
自
由
を
因
果
性
の
概
念
と
た
だ
結
び
つ
け
る
だ
け
で
、
こ
れ
を
越
え
出
な
い
よ
う
に
し
て
、
二
重
の
仕

方
で
表
象
し
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
だ
。
そ
の
外
に
規
定
根
拠
を
求
め
る
こ
と
は
断
念
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
「
神
と
不
死
の
確
実
性
を
要
請
す
る
こ
と
で
倫
理
学
の
展
開
を
完
了
す
る
」

が
、
知
の
終
わ
る
と
こ
ろ
で
「
道
徳
的
理
性
信
仰
」
が
始
ま
る
。
「
不
確
実
性
と
い
う
契
機
こ
そ
、
決
意

と
行
為
と
い
う
色
彩
を
与
え
る
の
で
あ
る
」
。
こ
の
決
意
と
行
為
か
ら
生
ま
れ
る
理
性
の
実
践
が
我
々
を

導
く
―
―
と
。 
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人
間
は
、
理
論
理
性
や
実
践
理
性
を
狭
く
限
界
づ
け
て
生
き
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
つ
な
が
る
人
間

の
本
性
へ
と
、
カ
ン
ト
の
哲
学
的
な
思
索
は
続
き
、
『
判
断
力
批
判
』
が
著
わ
さ
れ
た
。
「
判
断
力
は
、

自
然
に
対
し
て
で
は
な
く
自
己
自
身
に
対
し
て
の
み
法
則
を
与
え
、
判
断
力
の
固
有
の
考
察
方
法
を
提
示

す
る
」
の
だ
。
人
間
が
自
然
に
対
し
て
「
合
目
的
性
」
や
「
芸
術
性
」
を
見
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
、
人

間
の
芸
術
や
美
学
ま
で
を
、
深
く
位
置
づ
け
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
判
断
は
純
粋
自
発
性

の
作
用
で
あ
り
、
芸
術
と
い
う
事
実
は
自
然
と
自
由
と
の
新
し
い
統
一
を
指
示
す
る
」
。
そ
し
て
、
「
目

的
は
我
々
の
判
定
が
現
象
の
全
体
に
あ
て
が
う
精
神
的
な
連
結
で
あ
る
」
…
。 

 

カ
ン
ト
の
有
機
的
生
命
に
つ
い
て
の
考
え
は
、
「
自
然
が
悟
性
に
と
っ
て
、
明
瞭
な
概
観
し
う
る
統
一

へ
初
め
て
ま
と
ま
る
の
は
、
我
々
が
自
然
を
併
存
す
る
諸
形
式
の
固
定
し
た
存
在
と
把
握
す
る
の
で
は
な

く
、
自
然
を
そ
の
た
え
ざ
る
生
成
に
お
い
て
追
求
す
る
と
き
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
根
本
思
想
」
に
基
づ

く
。
そ
の
思
想
が
ど
れ
ほ
ど
到
達
力
を
も
っ
て
い
た
か
は
、
の
ち
の
進
化
論
と
見
ま
が
う
ほ
ど
見
事
な
洞

察
に
現
わ
れ
て
い
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
「
個
別
的
観
察
の
鋭
さ
と
想
像
力
の
綜
合
的
な
力
、
直
覚
の
大

胆
さ
と
判
断
力
の
批
判
的
慎
重
さ
」
と
感
嘆
し
て
い
る
。
「
も
し
我
々
が
た
だ
生
命
の
諸
形
式
の
総
体
と

そ
の
段
階
的
分
節
化
と
だ
け
を
、
直
感
的
明
晰
さ
と
概
念
的
秩
序
と
の
う
ち
に
眼
前
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
な
ら
ば
、
我
々
は
生
命
が
ど
こ
か
ら
由
来
す
る
の
か
、
を
問
う
必
要
は
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
の
カ
ッ
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シ
ー
ラ
ー
の
受
け
と
め
を
か
み
し
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「
自
然
的
生
命
と
精
神
的
生
命
と
の
全
体
を
概

観
し
、
こ
れ
を
内
側
か
ら
理
性
の
唯
一
の
有
機
体
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
」
！ 

  

三
つ
の
『
批
判
書
』
の
あ
と
も
、
カ
ン
ト
の
思
索
は
や
む
こ
と
が
な
い
。
「
単
な
る
理
性
の
限
界
内
の

宗
教
は
、
純
粋
な
道
徳
の
内
実
以
外
の
い
か
な
る
他
の
本
質
的
な
内
実
を
も
有
し
て
い
な
い
」
と
す
る
カ

ン
ト
は
、
伝
統
的
な
宗
教
に
反
対
す
る
立
場
に
立
ち
、
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
か
ら
宗
教
に
関
し
て
さ
ら
な
る

論
述
の
差
し
止
め
を
命
じ
ら
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
し
か
し
、
ル
ソ
ー
像
を
壁
に
貼
り
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を

「
よ
り
善
き
も
の
へ
の
進
歩
を
希
望
さ
せ
る
」
と
し
た
人
は
、
「
自
由
の
精
神
」
を
働
か
せ
る
こ
と
に
倦

む
こ
と
が
な
い
。
明
晰
な
哲
学
的
頭
脳
が
、
国
家
や
法
、
社
会
契
約
を
最
も
根
源
的
な
深
み
で
考
察
し
整

理
す
る
。
つ
つ
ま
し
く
静
か
に
暮
ら
し
た
が
批
判
的
に
物
事
を
考
え
た
人
と
く
ら
べ
て
、
今
日
、
人
間
の

自
由
か
ら
目
を
そ
ら
し
、
そ
れ
に
反
す
る
立
場
に
あ
ま
ん
じ
る
知
識
人
の
な
ん
と
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。 

  

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ま
で
の
形
而
上
学
を
構
築
し
な
お
そ
う
と
し
た
カ
ン
ト
の
哲
学
は
、
観
念
論
的
な
前

提
か
ら
出
発
し
て
体
系
づ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
、
「
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
物
自
体
」
を
放
棄

し
な
い
。
カ
ン
ト
以
降
の
ド
イ
ツ
観
念
論
は
、
物
自
体
を
否
定
し
た
が
、
カ
ン
ト
の
戒
め
る
超
越
へ
と
進

ん
で
し
ま
う
。
「
物
自
体
」
は
そ
う
い
う
観
念
論
へ
の
超
出
を
戒
め
る
結
界
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
保
留
は
、
科
学
を
全
能
と
す
る
越
権
に
対
し
て
も
結
界
と
し
て
働
く
と
考
え
る
人
も
あ
る
そ
う
だ
。 

 
カ
ン
ト
は
「
超
越
論
的
観
念
論
者
が
経
験
的
実
在
論
者
で
あ
り
う
る
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
発
展
し
た

現
代
科
学
を
受
け
入
れ
る
立
場
は
、
こ
う
い
う
意
味
あ
い
の
実
在
論
だ
ろ
う
。
物
理
学
の
発
展
を
知
っ
て

い
る
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
物
理
法
則
が
関
数
関
係
と
し
て
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
、
古
典
的
な
粒
子
が
量

子
力
学
で
波
動
的
な
も
の
に
な
っ
て
も
、
法
則
は
事
物
の
関
数
関
係
と
し
て
表
現
さ
れ
、
現
象
の
認
識
に

お
い
て
経
験
を
支
え
る
事
物
性
は
失
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
物
理
学
者
の
は
し
く
れ
で
あ
る
わ
た
し
は
、

哲
学
者
ほ
ど
う
ま
く
言
え
な
い
が
、
こ
の
事
態
を
「
唯
物
論
」
の
見
方
で
と
ら
え
て
い
る
。
晩
年
の
カ
ン

ト
が
取
り
組
ん
だ
『
自
然
科
学
の
形
而
上
学
的
原
理
か
ら
物
理
学
へ
の
移
行
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
も
、
こ

の
方
向
へ
進
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
。
「
進
化
論
」
を
あ
れ
ほ
ど
見
事
に
構
想
し
た
人
と

現
代
の
分
子
生
物
学
者
と
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
、
差
異
を
見
つ
け
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
だ
ろ
う
。 

  

「
批
判
的
反
省
の
す
べ
て
の
段
階
を
一
巡
し
た
思
考
過
程
の
所
産
」
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
、
認
識
に

お
い
て
も
行
為
に
お
い
て
も
、
純
粋
な
此
岸
へ
の
方
向
を
と
っ
た
、
と
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
言
う
。
敬
虔
な

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
家
庭
に
育
っ
た
カ
ン
ト
は
、
思
索
を
深
め
つ
く
し
て
、
古
い
形
の
宗
教
を
越
え
た
の

だ
。
超
越
を
断
念
す
る
こ
と
は
因
果
の
系
列
を
無
限
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
を
断
念
す
る
こ
と
に
等
し
く
、

世
界
が
時
間
的
あ
る
い
は
空
間
的
に
無
限
か
有
限
か
を
論
ぜ
ず
、
不
死
の
霊
魂
や
世
界
の
根
源
者
に
つ
い
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て
沈
黙
を
通
し
た
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
と
同
じ
位
置
に
立
っ
て
い
る
の
だ
。
カ
ン
ト
は
、
そ
の
決

意
の
上
で
、
「
批
判
的
反
省
の
す
べ
て
の
段
階
を
一
巡
し
た
思
考
過
程
」
を
経
て
、
世
界
に
立
ち
向
か
う

足
場
を
整
え
た
の
だ
。
「
蝶
の
雑
記
帳
二
十
五
」
で
引
用
し
た
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
「
書
物
で
読
ん

だ
哲
学
者
か
ら
、
西
洋
が
誇
り
と
し
て
い
る
あ
の
科
学
か
ら
さ
え
、
賢
者(

仏
陀)

の
樹
下
の
瞑
想
を
接
ぎ

合
わ
せ
て
編
集
し
た
教
訓
の
断
片
の
ほ
か
の
な
に
を
教
え
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
は
、
こ
の
足

場
か
ら
の
実
践
の
重
要
さ
あ
る
い
は
困
難
さ
以
上
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
蝶
の

雑
記
帳
三
十
三
」
で
の
師
へ
の
問
い
か
け
は
的
外
れ
だ
っ
た
わ
け
だ
。
カ
ン
ト
の
歩
み
は
、
人
間
の
認
識

が
進
ん
だ
近
代
の
戸
口
で
、
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
「
た
だ
独
り
歩
め
」
と
い
う
勧
め
の
見
事
な

実
践
で
、
人
間
の
哲
学
的
な
知
識
を
大
い
に
充
実
さ
せ
た
、
と
わ
た
し
は
思
う
。 

  

学
説
の
展
開
を
た
ど
っ
て
カ
ン
ト
の
生
涯
を
描
く
こ
の
書
物
は
、
独
り
の
人
間
の
精
神
史
を
語
る
だ
け

で
な
く
、
そ
の
歩
み
行
き
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
連
の
主
要
な
精
神
史
を
も
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
わ
た
し
は
、
す
ぐ
れ
た
精
神
史
の
書
物
を
ひ
も
と
い
た
こ
と
に
満
足
し
た
。
カ
ン
ト
は

そ
の
哲
学
を
自
ら
生
き
た
の
だ
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
カ
ン
ト
の
哲
学
を
「
人
間
的
哲
学
」
と
呼
び
、
そ

の
す
ぐ
れ
た
人
格
性
を
多
く
の
言
葉
で
称
揚
し
て
い
る
。
第
一
に
思
い
浮
か
ぶ
「
思
索
の
冷
静
な
厳
密
さ
」

に
加
え
て
、
「
思
索
に
お
け
る
純
真
さ
」
、
「
意
欲
の
高
揚
お
よ
び
感
激
」
…
な
ど
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
、
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カ
ン
ト
の
生
活
を
、
「
瞑
想
的
で
あ
る
と
同
時
に
活
動
的
な
生
活
で
あ
り
、
最
も
身
近
な
日
常
的
義
務
の

範
囲
に
制
限
さ
れ
な
が
ら
も
最
も
遠
く
展
望
し
う
る
生
活
」
と
見
る
。 

 

わ
た
し
は
、
そ
の
人
と
な
り
と
生
き
方
に
尊
敬
の
念
を
ま
す
ま
す
つ
の
ら
せ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

カ
ン
ト
の
像
を
探
し
た
。
歴
史
の
転
変
に
よ
っ
て
今
は
ロ
シ
ア
領
と
な
っ
た
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
に
、
人

類
の
偉
大
な
師
の
銅
像
は
な
お
立
っ
て
い
る
。
そ
の
写
真
を
プ
リ
ン
タ
ー
で
印
刷
し
、
書
斎
の
壁
の
以
前

か
ら
あ
る
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
像
の
写
真
の
そ
ば
に
貼
っ
た
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
も
、
カ
ン
ト
と
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

と
の
あ
い
だ
に
は
両
者
を
結
び
つ
け
る
特
徴
が
あ
っ
た
、
と
指
摘
す
る
。
た
と
え
ば
「
知
恵
」
に
つ
い
て
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
「
我
々
が
知
恵
あ
る
者
と
な
り
う
る
の
は
我
々
自
身
の
知
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
」
と

説
け
ば
、
カ
ン
ト
が
「
真
の
知
恵
が
簡
素
の
侍
女
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
心
情
が
悟
性
に
指
図
を
与
え
る
か

ら
、
知
恵
は
概
し
て
学
識
の
大
げ
さ
な
準
備
や
す
べ
て
の
騒
々
し
い
学
説
を
無
用
の
も
の
た
ら
し
め
る
」

と
説
く
。
悟
性
に
よ
っ
て
あ
れ
ほ
ど
の
学
説
を
築
い
た
哲
学
者
は
、
深
く
心
情
の
人
で
も
あ
っ
た
。 

 

「
ア
エ
テ
賢
ク
ア
レ
」
と
い
う
師
の
勧
告
が
い
つ
も
聞
こ
え
ま
す
よ
う
に
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
一
六
年
、
二
月 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

意
を
尽
く
し
て
い
な
か
っ
た
二
、
三
の
文
を
修
正
し
た
。 

二
〇
一
六
年
、
八
月 



10 
 

付
記 

 
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
記
述
は
、
カ
ン
ト
へ
の
尊
敬
と
敬
愛
の
情
に
満
ち
て
い
る
。
そ
し
て
、
カ
ン
ト
の
哲

学
の
進
展
を
追
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
哲
た
ち
に
言
及
す
る
な
か
で
も
、
ド
イ
ツ
の
生
ん
だ
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
や
ゲ
ー
テ
や
シ
ラ
ー
な
ど
、
ド
イ
ツ
人
の
誇
る
人
た
ち
へ
の
尊
敬
が
に
じ
ん
で
い
る
。
彼
が
ド
イ
ツ
人

の
中
で
も
粋
を
究
め
た
ド
イ
ツ
精
神
の
持
ち
主
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
人
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
血
を

引
く
と
い
う
理
由
で
国
を
追
わ
れ
た
不
条
理
を
考
え
ず
に
は
お
れ
な
い
。
そ
れ
を
主
導
し
た
者
た
ち
を
悪

人
と
非
難
す
る
こ
と
が
必
要
だ
け
れ
ど
も
、
民
衆
が
そ
の
政
権
の
成
立
に
手
を
貸
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
は

い
け
な
い
。
現
代
で
も
、
こ
の
国
で
あ
る
い
は
ほ
か
の
国
で
、
外
国
を
と
り
わ
け
関
係
の
深
い
外
国
人
を

嫌
い
敵
対
的
な
感
情
を
煽
る
人
々
が
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
い
つ
の
ま
に
か
そ
う
い
う
感
情
に
染
ま
り
が

ち
だ
。
カ
ン
ト
の
「
未
成
熟
は
自
分
に
責
任
が
あ
る
、
脱
す
る
に
は
ア
エ
テ
自
分
の
悟
性
を
用
い
る
勇
気

を
も
て
」
と
い
う
啓
蒙
の
勧
め
は
、
「
人
間
の
全
歴
史
の
標
語
で
あ
る
」
と
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
言
う
。 


