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始
ま
り
と
洗
練
－
始
源
と
進
歩

　
人
間
の
い
わ
ゆ
る
知
の
は
た
ら
き
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
一
つ
は
、
起
源
に
返
る
つ
ま
り
元
に
戻
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
、
古
き
を
新
し
く
す
る
こ
と
つ
ま
り
今
日
的
な
言
葉
で
言
い
換
え
れ
ば
迷
妄
を
科
学
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
起
源
に
返
る
あ
る
い
は
古
典
に
も
ど
る
時
代
と
迷
妄
を
脱
し
て
よ
り
明
晰
な
も
の
に
向
か
う
い
わ
ゆ
る
文
明
化
の
時
代
を

歴
史
に
画
し
て
い
る
。
起
源
に
返
る
こ
と
と
迷
妄
の
科
学
化
は
こ
の
歴
史
の
時
間
か
ら
見
れ
ば
相
反
す
る
。
一
方
が
成
立
す
れ
ば
他
方
は

成
立
し
な
い
。
つ
ま
り
二
つ
の
精
神
活
動
は
矛
盾
す
る
。

　
起
源
に
み
る
一
つ
の
精
神
は
新
た
に
解
釈
し
直
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
解
釈
を
幾
重
に
も
く
り
返
し
て
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
歴
史
の
進
歩
が
そ
れ
で
あ
る
。
科
学
は
み
ご
と
な
こ
の
成
果
で
あ
る
。
が
、
歴
史
は
時
に
根
本
の
意
味
を
逸
脱
し
て
本
来
の
姿

を
失
う
。
起
源
に
返
る
こ
と
は
こ
の
歴
史
の
修
正
と
も
い
え
る
。
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八
八

　
ソ
フ
ィ
ス
ト
（
年
玉
者
）
か
ら
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ァ
ー
（
愛
智
者
）
へ
、
天
動
説
か
ら
地
動
説
へ
、
ギ
リ
シ
ア
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
（
類
比
）
に

由
来
す
る
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
（
「
矢
は
あ
る
く
亀
を
追
い
抜
け
な
い
」
）
か
ら
ピ
サ
の
斜
塔
に
お
け
る
ガ
リ
レ
オ
の
実
験
へ
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の

運
動
法
則
か
ら
、
さ
ら
に
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
相
対
性
理
論
（
空
間
は
歪
ん
で
い
る
）
へ
、
架
構
式
（
柱
と
梁
）
骨
組
み
か
ら
ロ
ー
マ

の
ア
ー
チ
式
構
造
へ
、
西
洋
中
世
の
ゴ
シ
ッ
ク
の
尖
頭
（
先
の
尖
っ
た
）
ア
ー
チ
か
ら
近
代
の
構
造
力
学
（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
）

へ
　
　
こ
う
し
た
知
の
進
化
を
押
し
進
め
た
も
の
は
、
一
言
で
い
え
ば
知
の
普
遍
化
た
る
文
明
の
精
神
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
い
わ
ゆ
る
科
学
は
、
今
日
そ
の
地
位
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
に
し
て
い
る
。
知
と
は
文
明
の
精
神
た
る
科
学
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
旗
幟

を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
理
想
郷
が
日
進
月
歩
の
そ
の
歩
み
の
な
か
に
築
か
れ
ん
と
す
る
感
が
あ
る
。

　
本
当
に
そ
う
で
あ
る
の
か
。
と
い
う
の
は
一
つ
の
知
の
限
界
を
さ
ら
な
る
普
遍
性
へ
と
代
え
る
こ
の
知
の
進
化
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
を

見
れ
ば
知
の
分
化
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
文
明
の
精
神
た
る
科
学
は
じ
つ
は
知
の
分
化
と
し
て
み
ず
か
ら
成
立
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
知
の
分
化
群
は
群
雄
割
拠
す
る
ご
と
く
覇
を
競
う
。
あ
る
と
き
は
進
化
論
、
あ
る
と
き
は
天
文
学
、
あ
る
と
き
は
熱
力

学
、
あ
る
い
は
ま
た
量
子
力
学
、
さ
ら
に
は
遺
伝
子
学
が
突
き
進
む
科
学
の
き
っ
先
と
な
っ
て
、
知
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
支
配
的
な
原
理
と

な
る
。

　
こ
う
し
た
知
の
構
造
は
、
局
部
的
な
知
の
肥
大
化
を
招
く
。
結
果
、
全
体
的
な
知
の
均
衡
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
核
分
裂
の
原
子
爆
弾

の
発
明
が
そ
う
で
あ
り
、
D
N
A
に
よ
る
生
命
体
の
コ
ピ
ー
が
ま
さ
に
こ
の
い
い
例
で
あ
ろ
う
。
科
学
に
た
い
す
る
一
つ
の
疑
問
が
生
じ

る
。
科
学
は
万
能
で
は
な
く
、
そ
の
限
界
を
も
ち
は
し
な
い
か
。

　
い
わ
ゆ
る
文
明
の
精
神
に
た
い
す
る
も
う
一
つ
の
知
が
浮
か
び
あ
が
る
。
知
の
総
合
で
あ
る
。
知
の
総
合
と
は
知
の
全
体
を
意
味
す

る
。
こ
の
知
の
全
体
は
ど
こ
に
成
立
す
る
の
か
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
起
源
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
そ
の
こ
と
は
言
語
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
よ
く
わ
か
る
。
太
古
の
人
類
の
わ
ず
か
な
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
は
そ
の
こ
と
自
体
が
多
く

の
意
味
を
現
わ
し
た
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
驚
き
、
喜
び
、
悲
し
み
、
痛
み
が
似
た
声
の
な
か
に
馳
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の

139



呉　谷　充 利

こ
と
ば
は
全
体
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
と
ば
の
は
じ
ま
り
は
こ
う
し
た
こ
と
に
あ
る
。

　
が
、
う
な
り
声
の
よ
う
な
音
韻
が
分
節
さ
れ
、
驚
き
、
喜
び
、
悲
し
み
、
痛
み
の
表
現
が
区
別
さ
れ
る
。
音
声
は
、
さ
ら
に
指
示
的
な

こ
と
ば
と
し
て
音
韻
的
に
弁
別
さ
れ
、
明
確
な
概
念
を
か
た
ち
づ
く
る
。
弁
別
さ
れ
た
こ
と
ば
は
人
間
に
共
有
さ
れ
る
一
つ
の
意
味
に
な

る
。
が
全
体
と
し
て
の
人
間
は
依
然
と
し
て
身
ぶ
り
、
手
ぶ
り
を
交
え
る
あ
る
も
ど
か
し
さ
の
な
か
に
い
る
。
言
語
の
真
の
意
味
は
こ
の

起
源
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
。
感
情
的
に
せ
よ
、
指
示
的
に
せ
よ
、
言
語
の
発
展
と
は
こ
の
起
源
が
分
化
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。

　
問
題
は
、
そ
う
し
た
言
語
の
完
成
に
お
い
て
人
間
的
感
情
を
欠
い
た
言
語
の
使
用
が
起
き
る
こ
と
で
あ
る
。
言
語
の
分
化
で
は
な
く
、

起
源
に
返
る
一
つ
の
理
由
が
こ
こ
に
あ
ろ
う
。
起
源
と
し
て
の
全
体
、
発
展
的
分
化
と
し
て
の
文
明
と
い
う
こ
の
二
つ
の
こ
と
が
ら
は
紛

れ
も
な
く
二
つ
の
標
準
、
規
準
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
起
源
に
返
る
こ
と
と
文
明
へ
と
進
む
こ
と
の
こ
の
対
立
は
一
体
い
か
に
し
て
解

か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

古
代
派
と
近
代
派
　
　
西
欧
十
七
世
紀
末
に
お
け
る
論
争

　
と
こ
ろ
で
起
源
へ
の
問
い
と
知
の
文
明
化
と
い
う
こ
の
知
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
い
わ
ゆ
る
「
古
代
派
と
近
代
派
の
論
争
」
と
し
て
十
七
世

紀
末
の
西
欧
に
お
い
て
ま
さ
に
問
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
先
達
の
研
究
を
以
下
に
参
照
し
な
が
ら
簡
単
に
追
っ
て
み
た
い
。
（
徳
永
悔
編

『
社
会
思
想
史
』
所
収
　
赤
木
昭
三
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
進
歩
の
概
念
　
弘
文
堂
　
昭
和
五
五
」
）

　
論
争
の
き
っ
か
け
は
一
六
八
七
年
一
月
二
七
日
、
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
席
上
で
朗
読
さ
れ
た
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ロ
ー
の
詩

「
ル
イ
大
王
の
世
紀
に
つ
い
て
」
で
あ
っ
た
。
古
代
の
作
家
と
当
時
の
作
家
の
優
劣
を
問
う
た
こ
の
議
論
に
は
、
じ
つ
は
人
間
の
歴
史
を

堕
落
と
見
る
か
、
そ
れ
を
進
歩
と
す
る
の
か
、
歴
史
に
た
い
す
る
こ
の
二
つ
の
見
方
が
対
立
し
て
存
在
し
て
い
た
。

　
人
間
の
歴
史
を
堕
落
と
見
る
「
古
代
派
」
に
は
ポ
ワ
ロ
ー
、
ラ
・
ブ
リ
ィ
エ
ー
ル
、
ラ
シ
ー
ヌ
、
そ
れ
を
文
明
の
進
歩
と
す
る
「
近
代

八
九
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〇

派
」
に
は
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ロ
ー
、
フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
ら
が
い
た
。
簡
単
に
い
え
ば
、
起
源
の
崇
高
さ
と
文
明
の
進
歩
と
い
う
二
つ
の
規
準
が

こ
こ
に
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
起
源
へ
の
問
い
と
文
明
化
と
い
う
こ
の
人
間
社
会
の
根
本
の
問
題
は
唯
十
七
世
紀
末
の
フ
ラ

ン
ス
宮
廷
社
会
に
見
る
文
学
的
一
関
心
事
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
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