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『
自
由
の
探
求
』

E卯

本
書
は
永
年
に
わ
た
り
カ
ン
ト
研
究
に
従
事
し
て
き
た
著
者
が
、
根
源

的
自
由
の
在
り
処
を
求
め
て
日
本
精
神
史
を
探
訪
し
、
ま
さ
に
そ
の
自
由

に
お
い
て
成
就
す
る
倫
理
の
本
質
を
、
自
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
と
お

し
て
学
ん
だ
波
多
野
精
一
の
宗
教
哲
学
に
照
ら
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と

し
た
、
生
涯
を
か
け
て
の
思
索
の
結
晶
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
主
要
な

論
点
を
吟
味
す
る
。

第
一
－
章
で
著
者
は
自
ら
の
カ
ン
ト
研
究
の
成
果
を
振
り
返
り
、
そ
れ
を

簡
明
に
語
ろ
う
と
す
る
。
著
者
は
「
人
間
は
自
由
の
十
字
架
に
か
け
ら
れ

て
い
る
」
と
い
う
サ
ル
ト
ル
の
言
葉
の
う
ち
に
人
間
存
在
の
固
有
性
に
対

す
る
鋭
い
洞
察
を
見
る
。
し
か
し
、
「
自
由
の
十
字
架
」
に
は
「
縦
軸
」

と
「
横
軸
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
立
法
の
自
由
、
す

な
わ
ち
純
粋
理
性
の
自
律
と
い
う
意
味
で
の
自
由
と
「
選
択
意
志

（
ヨ
＝E
『
）
」
の
自
由
が
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
と
言
う
。
カ
ン
ト
が
「
選

択
意
志
の
み
が
自
由
と
呼
ば
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ

う
に
、
選
択
意
志
の
自
由
は
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
ヨ
！
ロ
ッ

晃
洋
書
房
、
二
O
一
二
年

林

克

樹

パ
的
思
惟
に
お
い
て
そ
れ
が
実
存
の
自
由
の
問
題
と
し
て
深
め
ら
れ
た
こ

と
の
意
義
を
認
め
、
道
徳
性
の
根
拠
も
ま
た
「
無
の
深
淵
に
吊
り
下
げ
ら

れ
不
安
に
曝
さ
れ
な
が
ら
実
存
的
に
企
投
す
る
世
界
に
身
を
託
し
て
生
き

る
自
由
」
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
導
か
れ
る
概
念
が
「
道
徳

的
世
界
内
存
在
」
で
あ
る
。

著
者
が
カ
ン
ト
研
究
史
に
残
し
た
最
重
要
の
功
績
の
一
つ
は
、
こ
の

「
道
徳
的
世
界
内
存
在
」
に
立
脚
し
て
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
理
性
の
事
実
」

の
意
味
を
捉
え
返
し
た
こ
と
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
立
法
の
自
由
と
は
道
徳

法
則
に
よ
る
無
制
約
的
な
意
志
規
定
に
他
な
ら
な
い
が
、
選
択
意
志
に
と

っ
て
は
そ
れ
は
遵
法
の
義
務
つ
け
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
れ

を
「
理
性
の
事
実
」
で
あ
る
と
言
う
が
、
か
か
る
思
惟
方
法
が
単
な
る
主

観
的
な
道
徳
的
世
界
観
の
表
出
で
な
い
と
ど
う
し
て
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

著
者
は
、
道
徳
法
則
の
意
識
を
否
定
し
自
愛
を
唯
一
の
実
践
的
原
理
と
考

え
る
者
は
、
自
愛
の
格
律
が
法
則
と
し
て
普
遍
的
に
承
認
さ
れ
る
こ
と
を

不
可
避
的
に
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
指
摘
す
る
。
自
愛
の
う
ち
に
そ
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れ
と
は
異
な
る
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
よ
り
根
本
的
で

強
い
理
性
の
要
求
が
あ
る
。
著
者
は
そ
こ
に
道
徳
法
則
の
匿
名
的
な
は
た

ら
き
を
見
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
理
性
の
事
実
」
の
事
実
性
は
、
人
聞
が
「
つ

ね
に
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
存
在
論
的
に
規
定
さ
れ
た
世
界
の
う
ち
に
投
げ

出
さ
れ
」
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
ハ
イ
デ
ガ
l

の
一
言
う
被
投
性

の
意
味
で
の
事
実
性
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
。

実
存
的
自
由
に
ま
で
深
め
ら
れ
た
選
択
意
志
の
自
由
の
立
場
か
ら
道
徳

性
を
考
え
よ
う
と
す
る
著
者
に
と
っ
て
、
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
「
目
的
の

国
」
、
す
な
わ
ち
道
徳
法
則
に
従
っ
て
見
い
だ
さ
れ
る
「
同
時
に
義
務
で

あ
る
目
的
」
の
体
系
と
し
て
の
世
界
は
い
ま
だ
現
実
的
な
道
徳
的
世
界
で

は
な
い
。
そ
れ
は
「
現
実
の
生
世
界
の
レ
ン
ズ
を
通
し
て
現
実
的
な
道
徳

的
世
界
を
見
い
だ
す
指
導
理
念
と
な
る
永
遠
の
理
想
界
」
で
あ
る
。
こ
の

理
想
界
が
「
現
実
の
生
世
界
の
レ
ン
ズ
」
を
通
し
て
様
々
に
像
を
結
ぶ
こ

と
を
と
お
し
て
多
様
な
現
実
的
道
徳
的
世
界
が
企
投
さ
れ
、
そ
の
そ
れ
ぞ

れ
が
自
ら
の
普
遍
性
の
承
認
を
求
め
て
争
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
対
立
は

「
相
手
の
生
き
方
も
し
く
は
生
世
界
を
全
否
定
す
る
争
い
」
と
も
な
る
が
、

争
い
が
お
の
れ
の
実
存
を
賭
け
て
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
な
お
さ
ら
の
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
は
普
遍
的
承
認
へ
の
要
求
そ
の
も
の
の
う
ち
に

こ
の
状
況
を
超
え
る
可
能
性
を
見
る
。
す
な
わ
ち
、
「
普
遍
的
承
認
は
、

対
決
に
お
け
る
よ
う
に
た
ん
に
相
手
を
一
方
的
に
全
否
定
す
る
こ
と
で
は

全
く
成
立
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
争
う
相
手
の
主
体
的
承
認
を
得

る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
成
立
す
る
」
。
争
う
相
手
の
主
体
的
承
認
を
得
ょ

う
と
す
る
行
為
は
「
対
話
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
共
に
生
き
る
一
つ
の

－
も

i
 
t
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世
界
を
求
め
て
互
い
に
近
づ
き
共
同
し
結
合
し
よ
う
と
す
る
行
為
」
に
他

な
ら
な
い
。
著
者
は
カ
ン
ト
に
お
け
る
完
全
義
務
と
し
て
の
「
尊
敬
の
義

務
」
と
不
完
全
義
務
と
し
て
の
「
愛
の
義
務
」
を
「
対
話
」
の
状
況
を
聞

く
前
提
条
件
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

「
道
徳
的
世
界
内
存
在
」
の
構
造
の
考
察
を
と
お
し
て
、
著
者
は
カ
ン

ト
的
理
性
主
義
の
意
義
と
限
界
を
見
定
め
る
。
「
道
徳
的
世
界
と
倫
理
思

想
の
歴
史
を
現
在
ま
で
の
み
な
ら
ず
未
来
に
渡
っ
て
永
遠
に
動
か
す
力
」

と
し
て
「
理
性
の
立
法
を
顕
在
化
」
し
た
こ
と
は
「
カ
ン
ト
の
不
滅
の
功

績
」
と
し
て
称
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
著
者
は
カ
ン
ト
が
「
合
法
則
主
義

の
意
味
で
の
合
理
主
義
的
思
考
」
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
こ

ろ
に
限
界
を
見
る
。
卑
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
理
想
と
し
て
の
「
目
的
の

国
」
に
対
す
る
現
実
的
な
道
徳
的
世
界
の
「
合
目
的
的
適
合
」
を
判
定
す

る
原
理
の
普
遍
性
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
自
分
の
現
実
的
道
徳
的
世
界

を
合
法
則
的
普
遍
的
で
あ
る
「
か
の
よ
う
に
」
見
な
す
と
き
に
照
準
と
な

る
統
制
的
理
念
の
実
在
性
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
思
考
の
枠

内
に
止
ま
る
か
ぎ
り
、
そ
の
根
拠
は
結
局
の
と
こ
ろ
で
：
：
対
話
も
し
く

は
共
通
感
覚
の
普
遍
性
の
最
高
度
」
、
あ
る
い
は
対
話
の
状
況
に
入
る

「
人
々
の
最
大
多
数
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
ほ
か
は
な
い
と
著
者
は
見

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
合
理
主
義
的
思
考
は
カ
ン
ト
自
身
が

「
普
遍
性
（Z
E
活
白
色
g
ω
こ
か
ら
区
別
し
た
「
一
般
性
（
m
o
s
s
－
一gω
）
」

に
し
か
届
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
第
二
章
で
考
察
さ
れ
る

「
一
有
位
の
真
人
」
の
よ
う
な
個
に
届
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
「
自
由
」
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
洞
察
の
限
界
で
も
あ
る
。
著
者
は
言
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ぅ
。
「
：
：
：
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
「
真
の
自
由
」
と
呼
ば
れ
る
選
択
意
志
の

自
由
は
、
カ
ン
ト
が
理
性
の
限
界
に
お
い
て
覗
い
た
人
間
存
在
の
深
淵
と

し
て
の
根
源
的
自
由
と
目
さ
れ
る
が
、
カ
ン
ト
は
自
巾
の
深
淵
を
覗
い
た

だ
け
で
そ
こ
か
ら
理
性
的
世
界
へ
引
き
返
し
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
」
、
と
。
そ
れ
ゆ
え
著
者
は
、
カ
ン
ト
の
限
界
を
超
え
て
根
源
的
自
由

と
倫
理
の
関
わ
り
を
考
え
る
と
い
う
課
題
を
引
き
受
け
、
第
二
章
に
お
い

て
そ
の
手
が
か
り
が
日
本
思
想
史
の
中
に
探
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

著
者
は
夢
窓
や
一
休
が
体
現
し
た
よ
う
な
「
自
在
」
の
思
想
の
う
ち
に

根
源
的
自
由
の
最
も
深
い
自
覚
を
見
る
。
そ
の
た
め
「
根
源
的
自
由
と
し

て
の
自
在
を
核
と
す
る
日
本
固
有
の
文
化
が
ど
の
よ
う
な
思
想
史
も
し
く

は
精
神
史
の
流
れ
の
中
で
中
世
の
室
町
時
代
に
開
花
す
る
に
至
っ
た
か
」

と
い
う
問
い
が
日
本
仏
教
史
を
軸
に
し
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
仏

教
は
「
在
来
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
呪
術
宗
教
と
似
た
外
来
の
呪
術
宗

教
」
と
し
て
受
容
さ
れ
、
奈
良
時
代
に
お
い
て
も
「
国
家
権
力
の
維
持
、

国
家
平
安
、
万
民
豊
楽
の
た
め
に
国
家
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
呪
術
宗

教
」
で
あ
っ
た
が
、
平
安
時
代
の
最
澄
や
空
海
に
お
い
て
は
真
理
と
「
自

由
」
の
本
質
的
な
関
わ
り
が
視
界
に
入
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
は
真
理

（
法
）
が
「
不
変
の
秩
序
と
運
命
」
と
解
さ
れ
、
そ
れ
と
「
一
知
」
と
な

る
こ
と
に
「
永
遠
の
命
（
仏
）
に
生
き
る
自
巾
へ
の
道
」
が
見
い
だ
さ
れ

る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
古
代
的
世
界
観
は
永
遠
不
変
と
思
わ
れ
た
社
会

秩
序
が
全
体
と
し
て
揺
ら
い
で
く
る
平
安
末
期
に
は
崩
壊
し
、
「
仏
凡
の

異
質
性
の
自
覚
」
に
立
つ
源
信
の
浄
土
教
が
登
場
す
る
。

著
者
は
浄
土
教
の
そ
の
後
の
展
開
の
中
で
、
と
り
わ
け
鎌
倉
時
代
の
法
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然
や
親
鷲
に
お
い
て
、
自
由
が
選
択
的
態
度
と
し
て
顕
在
化
し
た
こ
と
の

意
義
を
認
め
る
。
法
然
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
彼
の
著
述
に
も
表
れ
て
い

る
「
決
断
的
選
択
的
態
度
」
、
す
な
わ
ち
「
暖
昧
を
許
さ
ず
真
と
偽
、
黒

白
を
は
っ
き
り
区
別
し
決
着
を
つ
け
る
」
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
親
驚
に
お

い
て
は
「
実
存
的
選
択
的
態
度
」
、
す
な
わ
ち
「
自
分
が
投
げ
出
さ
れ
て

い
る
境
位
に
お
い
て
不
可
避
的
に
選
択
せ
さ
る
を
え
な
い
唯
一
の
も
の
を

引
き
受
け
る
態
度
」
が
見
ら
れ
る
と
言
う
。
こ
れ
は
如
来
回
向
と
し
て
の

信
、
す
な
わ
ち
親
驚
に
お
け
る
主
体
性
の
成
り
立
ち
を
よ
く
捉
え
た
も
の

で
あ
る
と
評
者
は
思
う
。
け
れ
ど
も
「
凡
夫
で
あ
る
人
間
一
人
一
人
が
、

無
で
あ
る
存
在
（
仏
）
の
現
れ
と
し
て
の
一
有
位
の
真
人
、
す
な
わ
ち

。
自
ず
か
ら
な
る
自
ら
ψ
で
あ
る
：
：
：
」
と
い
う
「
自
在
」
を
最
根
源
的

な
意
味
で
の
自
由
と
考
え
る
著
者
は
、
仏
と
凡
夫
の
異
質
性
が
超
え
ら
れ

「
仏
凡
一
如
」
が
成
就
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
こ
の
観
点
に
お
い
て
は

「
と
な
ふ
れ
ば
仏
も
わ
れ
も
な
か
り
け
り
南
無
阿
弥
陀
仏
な
む
あ
み
だ
仏
」

と
詠
い
、
「
念
な
き
一
念
」
に
生
き
た
一
遍
の
境
涯
は
法
然
や
親
鷺
よ
り

も
深
い
も
の
と
さ
れ
る
。
た
だ
、
一
遍
に
お
け
る
「
仏
凡
一
如
」
は
「
念

仏
者
の
主
観
的
心
情
に
お
け
る
」
解
決
で
あ
り
、
「
問
題
は
存
在
論
的
に

は
解
決
さ
れ
て
い
な
い
」
と
言
う
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
問
題
の
「
存
在
論
的
」
解
決
に
お
い
て
徹
底
し
て
い

た
の
は
道
元
で
あ
る
。
「
仏
道
を
な
ら
ふ
と
言
う
は
、
自
己
を
な
ら
ふ
な

り
、
自
己
を
な
ら
ふ
と
一
一
百
う
は
、
自
己
を
わ
す
る
る
な
り
。
自
己
を
忘
る

る
と
言
う
は
、
万
法
に
証
せ
ら
る
る
な
り
。
万
法
に
証
せ
ら
る
る
と
言
う

は
、
自
己
の
身
心
お
よ
び
他
己
の
身
心
を
し
て
脱
落
せ
し
む
る
な
り
」
と
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い
う
言
葉
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
著
者
の
解
釈
に
よ
れ
ば

「
万
法
に
証
せ
ら
る
る
」
と
は
「
大
自
然
の
真
理
と
一
体
と
な
る
こ
と
」
、

「
自
ず
か
ら
な
る
も
の
と
な
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
る
。
「
大
自
然
の
真

理
と
一
体
と
な
っ
た
自
己
」
を
臨
済
は
「
一
無
位
の
真
人
」
と
呼
ん
だ
が
、

道
元
は
「
臨
済
の
道
取
す
る
尽
力
は
、
わ
ず
か
に
無
位
の
真
人
な
り
と
い

へ
ど
も
、
有
位
真
人
を
道
取
せ
ず
」
と
批
判
し
た
。
こ
の
批
判
の
核
心
に

あ
る
も
の
を
著
者
は
、
「
一
無
位
の
真
人
は
自
己
を
越
え
る
大
自
然
の
生

命
（
自
ず
か
ら
な
る
も
の
）
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
一
有
位
の
真
人
は

大
自
然
の
生
命
に
生
か
さ
れ
て
い
る
自
己
、
す
な
わ
ち
自
ず
か
ら
な
る
自

ら
、
を
意
味
し
て
い
る
。
比
聡
的
に
言
え
ば
、
臨
済
は
、
竹
を
そ
ょ
が
せ

て
い
る
風
を
説
い
た
が
、
風
に
そ
よ
い
で
い
る
竹
を
説
か
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
的
確
に
捉
え
て
い
る
。

思
想
史
的
に
は
道
元
に
お
い
て
頂
点
に
達
し
た
か
に
恩
わ
れ
る
「
自
ず

か
ら
な
る
自
ら
」
、
す
な
わ
ち
「
自
在
」
で
あ
る
が
、
著
者
の
見
る
と
こ

ろ
で
は
、
そ
れ
が
人
間
の
生
き
方
と
し
て
具
体
化
し
、
文
化
と
な
っ
て
結

実
し
た
と
こ
ろ
に
室
町
時
代
の
意
義
が
あ
る
。
た
と
え
ば
夢
窓
に
お
い
て

顕
著
な
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
「
流
動
変
化
す
る
創
造
的
個
性
」
と
い
う
人

間
観
が
あ
る
が
、
著
者
は
こ
れ
を
石
岡
一
良
（
日
本
文
化
史
学
会
の
創
立
者
。

著
者
は
学
生
時
代
に
こ
の
人
の
講
義
に
よ
っ
て
肢
史
へ
の
興
味
を
喚
起
さ
れ
て

い
る
）
が
用
い
た
「
函
数
的
個
性
」
と
い
う
概
念
を
参
照
し
て
分
析
し
、

そ
こ
に
合
意
さ
れ
て
い
る
も
の
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
。
「
創
造
的
個
性
」

と
し
て
の
人
間
は
ペ

H

同
（M）
と
い
う
函
数
式
に
お
け
る
Y

で
あ
り
、
x

は
そ
の
個
人
が
そ
の
つ
ど
関
わ
る
存
在
者
で
あ
る
。
そ
し
て
函
数
式
全
体

評
btr
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は
Y
と

x

を
包
括
す
る
世
界
を
表
す
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
著
者
は

重
要
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
：
：
：
対
象x
の
変
化
に
応
じ
る
Y

の
変

化
は
Y

の
一
図
的
個
性
的
な
現
成
、
し
た
が
っ
て
、
創
造
的
個
性
を
示
し

て
い
る
と
と
も
に
、

Y

が
、
x

を
包
括
す
る
世
界
を
そ
の
つ
ど
創
造
す
る

働
き
は
、
石
田
一
良
の
言
葉
に
倣
っ
て
言
え
ば
、
「
抱
擁
の
論
理
」
を
示

し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
創
造
的
個
性
は
同
時
に
抱
擁
的
個

性
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
自
ず
か
ら
な
る
自
ら
、
は
創
造
的
抱
擁
的
個
性
と

し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
。

「
創
造
的
個
性
」
の
抱
擁
性
は
た
と
え
ば
一
休
の
よ
う
な
人
に
お
い
て

最
も
よ
く
具
現
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
そ
う
い
う
人
の
在
り
方

を
「
風
格
者
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
「
臨
機
応
変
、
矛
盾
を
乗
り
越

え
て
融
通
無
碍
に
対
応
し
、
自
由
に
人
び
と
と
新
鮮
な
平
和
な
関
係
を
創

出
す
る
破
格
、
自
在
の
人
」
で
あ
り
、
「
人
格
者
」
の
よ
う
に
近
づ
き
難

い
威
厳
を
感
じ
さ
せ
る
よ
り
は
、
「
平
凡
で
、
一
歩
の
距
離
し
か
感
じ
さ

せ
な
い
が
、
永
遠
に
そ
の
一
歩
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
非
凡

の
人
」
で
あ
る
。

こ
う
し
て
「
自
在
」
の
思
想
が
日
本
思
想
史
に
お
け
る
根
源
的
自
由
の

自
覚
と
し
て
取
り
出
さ
れ
、
そ
れ
に
立
脚
し
た
人
間
の
生
き
方
の
極
み
が

「
風
格
者
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
「
自
在
」
の
根
底
に
あ

る
「
一
如
」
の
思
想
は
、
単
な
る
主
客
未
分
的
合
一
や
自
他
融
合
に
安
住

す
る
在
り
方
と
し
て
誤
解
さ
れ
る
と
き
、
他
者
と
向
き
合
う
こ
と
の
な
い

非
倫
理
性
、
日
本
的
な
も
の
の
負
の
側
面
と
し
て
現
れ
る
。
著
者
も
ま
た

「
自
在
」
が
皮
相
な
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
場
合
の
危
険
を
指
摘
し
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て
い
る
。
元
来
著
者
の
問
題
意
識
は
根
源
的
自
由
を
根
拠
と
し
た
倫
理
と

は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
問
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
「
自
在
」
の
生
き
方
に
お
い
て
倫
理
は
い
か
な
る
仕
方
で
成
就
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
の
第
三
車
で
問
わ
れ
る
の
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と

で
あ
る
。

解
決
の
鍵
は
、
「
自
ず
か
ら
な
る
自
ら
」
、
「
凡
夫
で
あ
る
人
間
一
人
一

人
が
無
で
あ
る
存
在
（
仏
）
の
現
れ
と
し
て
の
一
有
位
の
真
人
」
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
、
い
わ
ゆ
る
汎
神
論
的
な
意
味
に
お
い
て
よ
り
も
、
む
し

ろ
大
乗
の
「
慈
悲
」
の
思
想
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は

い
わ
ば
絶
対
が
自
己
を
翻
し
て
相
対
と
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ

の
事
態
を
自
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
立
っ
て
「
神
の
ア
ガ
ペ
ー
」
と
し

て
受
け
取
っ
て
い
る
。
仏
教
の
慈
悲
と
キ
リ
ス
ト
教
の
ア
ガ
ペ
ー
を
通
底

さ
せ
る
と
き
、
著
者
が
踏
ま
え
て
い
る
の
は
波
多
野
精
一
の
宗
教
哲
学
で

あ
る
。
波
多
野
は
「
：
：
：
神
聖
な
る
も
の
永
遠
な
る
も
の
は
或
は
物
或
い

は
人
或
は
出
来
事
と
し
て
、
或
は
歴
史
に
お
い
て
或
は
自
然
に
お
い
て
、

啓
示
さ
れ
る
」
と
言
、
っ
。
著
者
は
こ
の
「
啓
示
と
し
て
の
内
在
化
」
の
核

心
に
触
れ
、
「
徹
底
的
に
隠
れ
た
超
越
的
な
も
の
」
、
「
決
し
て
「
表
現
』

さ
れ
得
な
い
も
の
」
を
「
指
し
示
す
」
こ
と
、
「
『
象
徴
」
す
る
」
こ
と
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
一
有
位
の
真
人
」
に
お
け
る
「
自
ず

か
ら
な
る
自
ら
」
も
仏
凡
の
単
純
な
同
質
性
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
「
啓

示
」
、
す
な
わ
ち
絶
対
の
側
か
ら
の
は
た
ら
き
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
そ

れ
が
「
神
の
ア
ガ
ペ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
著
者
は
言
う
。
「
自

己
主
張
を
本
質
と
す
る
人
間
が
神
の
ア
ガ
ペ
ー
に
よ
っ
て
新
し
い
人
格
、
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す
な
わ
ち
他
者
に
拠
り
他
者
の
た
め
に
生
き
る
こ
と
を
喜
び
と
す
る
人
格
、

す
な
わ
ち
ア
ガ
ペ
ー
の
人
に
生
ま
れ
変
わ
る
」
の
で
あ
る
と
。
「
ア
ガ
ペ

ー
に
生
き
る
全
く
新
し
い
人
生
（
有
）
を
造
り
出
す
」
こ
と
が
「
無
か
ら

の
創
造
」
で
あ
り
、
救
済
と
は
「
愛
の
主
体
へ
の
新
生
」
に
他
な
ら
な
い
。

「
自
在
」
の
思
惣
は
「
創
造
的
抱
擁
的
個
性
」
と
し
て
具
現
し
た
が
、
著

者
に
よ
れ
ば
、
そ
の
抱
擁
性
の
本
質
は
「
他
者
に
拠
り
他
者
の
た
め
に
生

き
る
」
こ
と
そ
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

著
者
の
「
自
由
の
探
求
」
は
カ
ン
ト
か
ら
始
ま
っ
た
。
こ
の
最
後
の
章

で
は
波
多
野
宗
教
哲
学
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
を
継
承
し
乗
り
越
え
る
方
途
も

示
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
波
多
野
が
「
相
手
の
人
格
に
対
す
る
部
敬
を
ア

ガ
ペ
ー
と
解
し
て
い
る
こ
と
」
に
注
目
す
る
。
当
為
の
根
底
に
は
愛
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
自
己
主
張
を
本

質
と
す
る
人
聞
が
「
ア
ガ
ペ
ー
の
人
に
生
ま
れ
変
わ
る
」
こ
と
な
し
に
は

あ
り
得
な
い
。
自
愛
の
う
ち
で
は
た
ら
い
て
い
る
、
自
愛
と
は
根
本
的
に

異
な
る
も
の
を
カ
ン
ト
は
理
性
の
要
求
と
見
た
の
で
あ
る
が
、
本
当
は
理

性
を
さ
ら
に
ノ
エ
シ
ス
の
側
で
限
定
し
て
い
る
は
た
ら
き
が
あ
り
、
そ
れ

を
波
多
野
は
、
そ
し
て
著
者
は
「
神
の
ア
ガ
ペ
ー
」
と
呼
ぶ
の
で
は
な
い

か
。
神
の
ア
ガ
ペ
ー
に
よ
る
ノ
エ
シ
ス
の
側
で
の
限
定
に
よ
っ
て
理
性
は

意
欲
と
な
り
、
当
為
は
そ
こ
に
根
差
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
と
き
は
じ

め
て
、
一
般
性
に
し
か
届
か
な
い
「
合
法
則
主
義
の
意
味
で
の
合
理
主

義
」
を
超
え
、
自
在
に
生
き
る
個
に
お
い
て
真
の
普
遍
性
、
真
の
理
性
主

義
を
成
就
す
る
道
が
聞
か
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
思
え
ば
カ
ン
ト
の

理
性
は
「
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
」
理
性
、
自
ら
を
超
え
た
も
の
の
は
た
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ら
き
に
聞
き
入
る
理
性
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
を
継
承
す
る
こ
と
は
、
カ
ン

ト
を
最
内
奥
か
ら
越
え
る
こ
と
を
不
可
避
的
に
す
る
。
評
者
が
本
書
に
学

ん
だ
の
は
そ
の
こ
と
で
あ
る
。

許－書

（
は
や
し
か
っ
き
・
同
志
社
大
学
）




