
第

一

章

ロ

ジ

カ

ル
.

シ
ョ
ッ
ク
心
身
症

I
、

ス
コ
ラ
哲
学
と
形
式
論
理

私
は
第
ニ
バ
チ
ヵ
ン
公
会
議
ニ
九
六
こ—

六
丘)

の
直
前
、

一
九
五 

八
年
か
ら
六
一
年
ま
で
、
外
地
の
ド
ミ
ニ

コ
会
で
も
っ
ぱ
ら
ト
マ
ス
の 

f l
学
を
学
ん
で
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
間
、
私
の
心
身
両
面
を
ス 

ト
レ
ス
に
迨
い
こ
ん
で
い
た
も
の
は
、
外
的
に
は
四
ヶ
国
語
を
要
す
る 

言
語
地
獄
で
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
.か
、
ょ
り
内
的
に
は
、
 

スn

ラ
哲
学
と
い
う
壮
大
な
世
界
観
、
そ
の
知
的
殿
堂
を
一
貫
し
て
支 

え
て
い
る
ァ
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
形
式
論
理
的
方
法
論
の
絶
対
化
に
あ
っ 

た
ょ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
存
在
と
無
と
い
う
、
現
代
哲
学
に
お
い 

て
は
と
り
わ
け
重
要
な
哲
学
的
根
本
概
念
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
で
は
単

に
二
者
択
一
的
な
対
象
論
理
的
概
念
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て
現
代
の
実
存 

弁
証
法
的
概
念
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
ま
た
東
洋
的
無
の
世
界 

と
の
関
連
が
問
わ
れ
る
こ
と
も
皆
無
で
あ
り
ま
し
た
。

私
自
身
は
、
超
越
的
な
神
へ
の
信
仰
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
世
的
な 

も
の
、
人
間
の
歴
史
の
内
部
に
生
起
し
う
る
一
切
を
絶
対
に
超
越
す
る 

も
の
と
単
純
に
確
信
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
の
ち
に
次 

第
に
こ
の
箄
純
さ
の
体
質
に
は
抽
象
性

が
多
分
に
混
入
し
て
い
る
よ
う 

に
思
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が

、
 

わ
れ
わ
れ
の
神
概
念
は
、
い
か
に
そ
れ
が
超
越
者
の
観
念
だ
と
い
つ
て 

も

、
超
越
者
で
あ
る
限
り
、
わ
れ
な
ら
ぬ
存
在
で
は
あ
り
ま
す
が

、
観 

念
で
あ
る
限
り
我
の
産
物
で
あ
り
ま
す
。
デ
力
ル
ト
の
い
う
神
の
生
得 

観
念
な
る
も
の
も

、
一
面
、
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
ま
せ
ん
。
わ 

れ
わ
れ
の
神
観
念
は
、

一
面
ど
こ
ま
で
も
風
土
的
、
民
族
的
、
文
化
的



か
つ
歴
史
的
な
限
定
を
完
全
に
免
れ
う
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
気
が 

し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
神
観
念
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
は
一
面
で
は
時 

代
や
地
域
に
よ
っ
て
多
種
多
様
な
表
現
形
式
を
許
す
も
の
で
な
け
れ
ば 

な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に
ど
こ
ま
で
も
普
遍
的
で
あ
ろ
う
と
し
た
力 

ト

リ

ッ
ク

の

教
会
は
、
や
は
り
ど
こ
か
で
ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス
の
論
理
を 

認
識
の
基
本
的
モ
デ
ル
と
し
て
、
こ
れ
が
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
客
観 

的
必
然
的
に
妥
当
す
べ
き
唯
一
の
学
問
的
方
法
で
あ
る
と
い
う
、

一
種 

方
法
論
的
帝
国
主
義
に
固
執
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
印 

象
を
禁
じ
難
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
中
世
の
スn

ラ
学
者
と
西
洋 

近
代
科
学
に
共
通
す
る
方
法
論
は
、
基
本
的
に
は
主
観
客
観
関
係
の
図 

式
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
れ
を
支
え
る
ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

的
形
式
論
理
で 

あ
っ
て
、
東
洋
の
論
理
が
媒
介
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
つ
い 

ぞ
無
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
形
式
論
理
の
三
つ
の
原
理
、
つ
ま
り
思
惟
の
三 

法
則
と
さ
れ
る
矛
盾
律(

A
は

非
A

に

非
ず
。
実

は

矛
盾
排
斥
律

で

あ

る

)

、
 

同
一
律(

A
は
A
な

り

)

、

お
よ
び
排
中
律(

A
は
B
で
あ
る
か

非
B

で
あ
る
 

か
の

何
れ
か
で
あ
る
。

中
間
を
排
す
る

)

は
、
柳

宗
悦
氏
も

端
的
に
指
摘
し 

て
い
る
よ
う
に
、

「

何
れ
も
ニ
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ 

て
、
思
惟
に
よ
っ
て
分
別
さ
れ
た
相
対
の
世
界
に
お
い
て
の
み
確
実
性 

を
有
す
る
の
で
あ
り
ニ
と
し
う
相
対
的
対
立
を
超
え
た
実
在
の
世
界 

に
は
、
本
来
妥
当
し
な
い
で
あ
ろ
う」

。
⑴
少
な
く
と
も
そ
れ
は
本
来 

類
比
的
に
し
か
妥
当
し
な
い
で
し
ょ
う
。

た
し
か
に
、
わ
れ
わ
れ
の
通
常
の
思
考
は
、
こ
の
よ
う
な
形
式
論
理
、

つ
ま
り
同
一
性
論
理
に
立
脚
し
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
よ
う
な
論
理
は
、
 

こ
れ
に
よ
っ
て
す
ベ
て
を
対
象
的
に
思
考
し
て
い
る
そ
の
主
体
と
し
て 

の
自
己
自
身
、
あ
る
い
は
神
と
か
精
神
、
自
由
、
人
格
と
い
っ
た
、
感 

性
を
超
え
る
実
在
の
世
界
に
は
、
決
し
て
直
接
適
用
す
る
こ
と
の
で
き 

な
い
も
の
で
す
ね
。
ギ
リ
シ.
ャ
末
期
の
プ

ロ
チ
ノ

ス

(

一
一o
四
I
一
一
六
九)

に
と
っ
て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス(

B 

C三
八
四
丨
三
ニ
ニ)

の
同
一
性 

の
論
理
は
、
せ
い
ぜ
い
感
性
界
の
範
疇
に
す
ぎ
ず
、
形
而
上
の
英
知
界 

に
お
い
て
は
、
見
る
も
の
.
A
と
見
ら
れ
る
も
の
•
非
A
と
は
一
如
で 

あ
り
、
し
た
が
っ
て
真
の
現
実
世
界(

英
知
界)

に
は
華
な
る
経
験
界 

と
は
異
な
っ
た
固
有
の
論
理
と
ヵ

テ

ゴ

リ

ー

が

存
在
し
な
け
れ
ば
な

ら 

な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
能
動
と
受
動
、
超
越
と
内
在
と
一 

い
う
、
逆
の
も
の
が
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
は
、

「

A

は
A
な
り」

の

6 

論
理
で
は
全
く
理
解
で
き
な
い
こ
と
で
す
が
、
現
実
は
ま
さ
に
矛
盾
す
一 

る

も
の
が
矛
盾
の
ま
ま
で
結
合
し
て
い
る

こ

と

を

プa

チ

ノ
ス
は
直

視

 

し
て
い
た
と

言

え

る

と

思
い
ま
す
が

。

何
も
こ
れ
は
プ
ロ

チ

ノ
ス
に
限 

ら
ず
、
西
洋
に
お
い
て
も
偉
大
な
独
創
的
哲
学
者
た
ち
は
、
ギ
リ
シ
ャ 

時
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
矛
盾
の
同
一
、
反
対
の
一
致

と

い
う
、
 

現
実
存
在
の
具
体
的
な
論
理
構
造
に
気
づ
い
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
論
理
は
、
西
洋
に
お
い
て
は
萠
芽
的
、
傍
流
的 

地
位
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し 

こ
の
よ
う
な
矛
盾
の
自
覚
は
、
と
り
わ
け
東
洋
の
宗
教
に
お
い
て
、
も 

っ
と
生
態
学
的
視
点
を
も
包
む
、
グ
n
l
'

パ
ル
な
世
界
を
踏
ま
え
て
、
 

も
っ
と
も
徹
底
的
に
追
究
さ
れ
、
解
明
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
で



し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
私
.か
ス
コ
ラ
哲
学
を
学
ん
で
い
た
こ
ろ
、
私
は
ま
だ
東 

洋
人
で
あ
り
な
が
ら
東
洋
を
知
ら
ず
日
本
人
で
あ
り
な
ガ
ら
日
本
を 

自
覚
し
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
ア
ゥ
グ
ス
チ
ヌ
ス
か
ら
ト
マ
ス 

の
研
究
に
移
っ
て
、
ひ
た
す
ら
ス
コ
ラ
哲
学
に
取
り
組
ん
で
い
る
う
ち 

に
、
知
性
が
魂
か
ら
、
そ
し
て
知
的
生
活
が
霊
的
生
活
か
ら
離
陸
し
て 

虚
空
を
た
だ
よ
い
は
じ
め
た
よ
う
な
状
況
を
経
験
し
て
い
た
よ
う
に
思 

い
ま
す
。

私
の
知
性
の
方
は
、
す
べ
て
を
分
別
し
整
理
し
て
、
反
対
論
者
を
三 

段
論
法
に
よ
っ
て
手
際
よ
く
料
理
し
て
ゆ
く
、
そ
の
有
効
な
方
法
で
も 

あ
る
区
別(d

is
—

tin
c

tio
)

の
鮮
や
か
さ
に
、
た
だ
驚
嘆
し
て
お
り
ま 

し
た
。
し
か
し
、
そ
の
う
ち
私
の
魂
の
方
は
、
宗
教
と
哲
学
の
二
階
建 

方
式
、
形
而
上
学
と
深
層
心
理
学
、
霊
性
と
知
性
、
信
仰
と
学
問
、
精 

神
と
身
体
、
生
と
死
等
々
の
二
分
法
的
方
法
論
、
そ
れ
以
外
の
方
法
を 

決
し
て
許
そ
う
と
し
な
い
方
法
論
的
帝
国
主
義
の
傾
向
、
ま
た
信
仰
の 

名
に
お
い
て
こ
れ
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
努
力
し
て
い
る
自
分
自
身
の
姿 

勢
に
対
し
て
、
無
意
識
の
コ
ン
ブ
レ
ッ
ク
ス

や
フ

ラ

ス

ト

レ

ー

シ
ョ
ン 

を
感
じ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
の
ち
に
心
身
症 

と
い
う
形
で
、
肉
体
的
症
状
が
現
わ
れ
て
き
ま
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う 

な
フ

ラ

ス

ト

レ

！

ゾ
ョ
ン
が
根
本
的
な
原
因
で
は
な
か
っ

た
か
と
思
い 

ま
す
。

い
さ
さ
か
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
用
語
で
そ
の
間
の
状
況
を
分
析
し
て 

み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ト
マ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
な
ら
っ
て
、
人

間
の
全
体
性
を
不
可
逆
的
な
重
層
的
構
造
と
し
て
把
え
、
人
間
的
•
理 

性
的
段
階
、
動
物
的
.
感
覚
的
段
階
、
植
物
的
•
栄
養
的
段
階
、
そ
し 

て
鉱
物
的
.
存
在
的
段
階
、
以
上
四
つ
の
段
層
に
分
類
し
て
、
人
間
に 

は
、
人
間
的
•
動
物
的
•
植
物
的
と
い
う
三
つ
の
魂
が
あ
る
の
で
は
な 

く
て
、
た
だ
一
つ
知
性
的
魂
あ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
純 

霊
で
あ
る
天
使
と
は
違
い
、
そ
の
一
つ
の
知
性
的
魂
の
中
に
感
覚
的
.

栄
養
的
能
力
が
潜
勢
的
に(

v
ir

t
u

a
lit

e
r

)

含
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
考 

え
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
私
の
場
合
、
そ
の
人
間
と
し
て
の
一
つ
の
魂
の 

中
の
、
ど
こ
ま
で
も
非
動
物
的
な
知
性
的
活
動
能
力
の
部
分
'だ
け
が
、
 

い
わ
ば
抽
象
的
に
引
き
離
さ
れ
て
、
そ
れ
が
独
立
に
活
動
す
る
こ
と
を 

強
要
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
. 

で
あ
り
ま
す
。
本
来
心
身
一
如
的
な
全
体
と
し
て
の
自
己
が
疎
外
さ
れ
7 

て
、
そ
の
疎
外
に
よ
る
内
臓
の
ス
ト
レ
ス
i

ガ
ス
の
異
常
発
酵
i

腹
部
一 

の
膨
脹
i

数
年
に
わ
た
る
嘔
吐(

惑)

、
こ
う
い
っ
た
一
連
の
因
果
の 

系
列
が
、
私
の
健
康
と
人
格
的
調
和
と
を
抑
圧
し
続
け
た
よ
う
に
思
わ 

れ
ま
す
。
こ
の
間
、
ふ
し
ぎ
に
も
霊
的
次
元
で
は
独
特
の
解
放
感
が
あ 

り
ま
し
た
。
身
心
一
如
と
は
い
っ
て
も
、
霊
の
次
元
に
は
一
種
の
超
越 

性
が
あ
る
証
左
で
し
ょ
う
か
。
け
れ
ど
も
そ
れ
に
し
て
も
、
霊
性
と
知 

性
、
心
と
体
の
葛
藤
か
ら
数
年
の
間
続
い
た
症
状
と
い
う
も
の
は
、
そ 

れ
自
体
、
や
は
り
口
ジ
ヵ
ル.

シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
心
身
症
で
あ
つ
た
と 

思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
余
り
に
も
自
我
主
導
的(e

g
o

丨
s
 ie

n
t
e

d
)

な 

学
問
の
追
究
は
、
自
身
主
導
的(s

e
ly

r
ie

n
te

d
,  s

e
lf

は
心
理
学
で
は
ふ
つ 

う
自
己
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
私

は

身

体

性

を

踏

ま

え

て

自

身

と

す

る)

な
個



人
や
氏
族
に
と
つ
て
は
、

一
時
的
々
：̂
的
に
は
技
だ
蛀
カ
の
あ
る
も
の 

だ
と
し
て
も
、
長
沏
的
深
が
的
に
は
、
ft
:

の
適
応
は
闲
難
で
、
長
期
に 

及
ぶ
ほ
ど
人
格
的
变
调
を
朱
た
す
危
険
件
が
増
人
す
る
よ
う
に
忍
わ
れ 

ま
す
"
肖
時
、
私
が
哋
の
論
即
と
か
仏
仰
の
論
押
、
'J
I
作
的
な
無
と
か 

気
、
あ
る
ぃ
は
即
の
淪
即
を
-7
*
ん
で
い
た
ら
、
ち
ょ
う
ど
ト
マ
ス.

マ 

丨

ト
ン(

|
儿
ー
/«
.
|
六
八)

が
殚
や
迨
教
に
接
し
て
、
そ
の
沖
概
念
が
す 

つ
か
り
変
化
し
て
し
ま
つ
た
よ
う
に
、
払
も
ま
た
、
も
つ
と
广
い
竹
代 

に
超
越
老
と
，!|
,

」

土
の
！£
係
に
つ
い
て
、
も
つ
と
^
仰
の
’
文
に
即
し 

て
、
知
的
に
も
■
■.
■̂
1
ハ
<1
.兑
服
す
る
こ
と
が
よ
り
矜
«
に
な
つ
た
の
で 

は
な
ぃ
か
と
汜
う
の
で
す
。
ト
マ
ス
.
マ
ー
ト
ン
，1!
斗
は
、
&

い
顷
は 

大
変
な
：
-:
•儿
：

<
|老

で
、
冲
と
人
、
艽
と
*
、
超
り
然
と
，!1
然
、
入
内
と 

地
獄
な
ど
極
端
な
^

m
^

*
の
感
IX
に
心
を
奪
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
- 

(2
そ
れ
が
^
作
と
出
八4

う
こ
と
に
よ
つ
て
、
大
上
か
ら
^
:!
'*1を
{疋
め
る 

?r
本
的
な
冲
観
念
は
、

一
私
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
行
我
を
乍
じ
て
ゆ
く 

無
限
の
根
拠
と
し
て
の
呻
、
n
怠

識

抜

き

で

，
：

^
丨
し
を
-̂
え

て

ふ

く/̂
忭 

的
な
f 
メ
ー
ジ
の
神
に
焚
容
し
て
い
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
r

ニ
、
二
十
世
紀
最
大
の
課
題

と
も
あ
れ
、
切
竽
卞
沽
を
通
し
て
私
に
抑
え
難
く
起
こ
つ
て

き

た

 ̂

/R
の
观
跑
は
、
決
し
て
祌
の
*-
が

«1
1
:
明
と
い
つ
た
知
的
|1
权
意
澉
の
限 

界
内
に
お
け
る
テ
ー
マ
で
は
な
く
て
、
U
本

と

は

何

か

、

：：：

本

人

と

は 

何
か
、
そ
も
そ
も
n
,
J
と
は
w
-̂
か
、
と
ぃ
う
，|!
己
-̂
作

脚

下

の

問

趟
 

で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
た
し
か
に
、
M
s
.

身
沐
il
:
、
風
卜
性
、

肷
史
性
な
ど
を
包
む
グ
口
ー
バ
ル
な
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
す
。

y
w
し
て
数
年
後
、
あ
る
01
舍
の
、
あ
る
年
老
い
た
農
夫
と
語
り
合 

っ
た
あ
と
、
私
は
な
ぜ
か
、
n
分
も
無
意
識
の
仏
教
徒
で
は
な
い
か
と 

感
じ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
か
す
か
な
印
象
で
は
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど 

も
、
扪
み
敢
い
灾
感
で
あ
り
、
や
が
て
こ
の
こ
と
が
私
の
ラ
ィ
フ.

テ 

丨
マ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
神
の
恩
寵
に
よ
っ
て
患
ま 

れ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
俗
仰
の
ロ
，コ
ス
化
の$,2

み
は
、
魂
の
深
層
に
底
流 

し
て
い
た
ロ
本
の
伝
統
的
秸
神
風
土
と
仿
党
的
に
は
全
く
出
合
っ
て
い 

な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
こ
の
®
大
な
事
実
は
、
決
し
て 

R
例
人
の
問
題
に
留
ま
る
も
の
で
け
■な
く
、
n
本
に
お
け
る
福
音
宣
教 

上
の
猷
本
的
な
般
優
先
課
題
な
の
で
あ
り
、
ま
た
さ
ら
に
広
く
、
仏
教 

と
キ
リ
ス
ト
教
の
根
源
の
出
会
い
と
い
ぅ
：
一
十
世
紀
最
大
の
出
来
車 

(

ト
ィ
ン
ビ
ー)

に
そ
の
ま
ま
通
ず
る
世
紀
の
課
题
で
も
あ
る
こ
と
が
、
 

次
第
に
広
く
深
く
内
党
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
私
は
こ
の
よ
ぅ
に
！1:人
な
挑
戦
状
を
受
け
取
り
な
が
ら
、
 

学
問
的
に
は
窮
地
に
10
い
つ
め
ら
れ
た
か
た
ち
で
、
全
く
為
す
術
も
な 

い
状
況
が
統
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
ぅ
ち
親
鷺
や
道
元
に
出
会
い
、
仏 

教
の
世
界
に
も
扣
シ
棰
の
啓
示
が
た
し
か
に
隨
動
し
て
い
る
こ
と
を
私 

は
疑
え
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
昭
和
四
十
三
年(

j

九
六
八)  

い
さ
さ
か
(1
;
仰
を
賭
け
る
思
い
で
、
神
戸
の
老
仏
^
•
中
山
延
ニ
博
士 

の
門
を
叩
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
私
に
は
、
ま
さ
に
虎
穴
に 

入
る
よ
ぅ
な
気
が
し
ま
し
た
が
、
同
時
に
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
私
的
命 

令
に
対
す
る
従
順
の
行
為
と
も
思
わ
れ
ま
し
た
。
中
山
延
ニ
氏
は
、
仏



教
的
即
の
論
那
的
偶
造
の
究
明
に
小
札
を
掩
げ
て
来
ら
れ
た
カ
で
あ
り 

ま
す
'か
、
私
は
そ
こ
で
卜
^

に
キ
り
ス
ト
教
を
持
ち
込
む
：

S

に
けi<

k

 
く 

な
れ
ず
に
、
た
'た
ひ
た
す
ら
に
钐
抓
|1
1
!
法
を
絞
け
て
お
り
す
し
た
。
そ 

の
う
ち
、
ち
ょ
う
ど
畏
し
妊
い
忘
れ
物
で
も
忠
い
出
し
て
ゆ
く
よ
う
な 

気
が
し
ま
し
て
、
そ
し
て
あ
る
n
、
如
攸
の
う
ろ
こ
が)

仪
は
ぐ
れ
^
 

ち
た
よ
う
に
、

r

即」
と
い
う！

i i
全
く
逆
説
的
な
そ
の
論
现
倘
边
を 

ス
ィ
と
飲
み
込
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
"

そ
し
て
：

1
：

時
に
、
ち
ょ
う 

ど

ク

レ

メ

ン

ス

や

ア

ゥ

グ

ス

チ

ヌ

ス

や

ト

マ

ス

が

ギ

リ
シ
ャ
«

学
を
神 

学
形
成
の
興
过
的
«
介
と
し
て
、
砕
め
て
©

嵌
的
に
こ
れ
を
*£
け
入
れ 

て
い
っ
た
よ
う
に
、
私
は
こ
の…

•儿
:/
.1
で

も
.:
.••儿
論
で
も
な
い「

即

」

 

の
論
理
を
媒
介
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
^
本
概
念(

神
、
刟
沾
、
ィ 

エ
ス
•
キ
リ
ス
卜
、
救
い
、
冗
、
，((
山
、
終
末
、
太
网
、
地
獄
な
ど)  

の
再
解
釈
*

«
表
現
を
乂
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
K
怖
す
ベ 

き

テ

ー

マ

の
肋
に
符
応
な
く
独
り
^
む
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま 

す
C

こ
れ
は
私
な
ど
に
は
、
と
て
も
-̂
に
6

え
な
い
'|
(
荷
で
あ
り
、

^
 

解
と
非
難
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
内
的
生
活
の
崩
壊
す
ら
党
悟
し
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
り
、
誰
か
險
れ
た
神
学
者
が
，|-
-
3
,
じ
の一
切
を 

拋
っ
て
こ
れ
に
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
、
私
は
そ
の
跡
に
つ
い
て
行
き
た 

い
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
私
が
こ
こ
でr

一
 

切
を
拋
っ
て」

と 

申
し
ま
し
た
の
は
、
P
木
の
ヵ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
指
®
^
た
ち
の
多
く 

は
、
若
き
n

に
ま
ず
欧
米
の
神
学
を
身
に
つ
け
て
お
ら
れ
る
の
で
、
四 

泎
の
侨
学
的
•
冲
学
的
知
識
や
そ
の
ガ
法
論
を
初
め
か
ら
不
動
の
卯
捉 

と
し
て
、
そ
こ
か
ら
東
邝
の
造
産
を
検
討
す
る
と
ぃ
ぅ
の
で
は
、
ま
さ

し
く 

r
h

e
を
は
こ
び
て
万
法
を
修
証
せ
ん
と
す
る
迷
い」

(

道
元)  

で
あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
こ
れ
で
は「

虎
子」

を
得
る
こ
と
な
ど
到
底 

不
可
能
だ
と
い
う
確
倍
が
私
に
は
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
わ
れ
わ
れ
に
は 

ま
ず
、
，し
れ
を
空
し
ゅ
う
し
て
無
に
し
て
聞
く
と
い
う
謙
虚
な
姿
勢
が 

想
求
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
自
己
否
定
媒
介
的
に
新
し
い
神
学
を
形
成 

し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
ま
さ
し
く
キ
リ
ス
ト
御
肖
身
の
要
請
で 

あ
り
、
こ
れ
に
応
え
て
ゆ
く
こ
と
は
、
识
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
学
徒
の
•！
 

つ
の
避
け
て
は
な
ら
な
い
屯
大
な
脒
史
的
使
命
で
あ
り
、
か
つ
^
仰
の 

II
K

し
で
あ

る

と

言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

第
二
章
場
所
的
論
理
と
キ
リ
ス
ト
教

I

、

「

場
所」

と
の
出
会
い

以
上
に
中
し
ま

し

た

よ

う

な
歴
史
的
使
命
を
遂
行
し
て
ゆ

く

上
で
、
 

H
本
人
で
あ

る

私

，：I

身
に
と

っ
て

ど

う

し

て

も

無
視
す
る

こ

と

の

で

き

 

な
い
の
が
、
即

(

非)

の
哲
学
と

も

い

う

べ

き

後
期
西
田
の
場
所
的
論 

理

で

あ

り

ま

し

た

。(

則
と
即
非
を
同
一
祝
し
て
い
る
点
に
不
審
を
感
じ
る
人

 

が
あ
る
か
も
知
れ
な
い

o
即
は
も
と
も
と
否
定
媒
介
の
論
浬
で
あ
っ
て
、
即
非
で

 

な
い
よ
う
な
即
は
真
の
即
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
よ
ク
て
私
は
即
と
即
非
を
区
别

 

し
て
使
用
し
な
い

。)
す
で
に
青
年
時
代
か
ら
独
り
^
田
沔
学
に
深
く
魅
せ
ら
れ
て
、
ヵ
ト 

リ
ッ
ク
的
俗
仰
の
立
場
か
ら
西
田
f t
学
と
の
対
決
の
試
練
に
耐
え
続
け 

て
き
た
小
虾
寺
功
氏
は
、
西
田
幾
多
郎
を「

真
の
意
味
で
唯
；
の
日
本



的
遵
性
の
自
覚
の
論
理
確
立
者」

と
み
る
に

と

ど
ま
ら
ず
、

「

西
欧
神 

学
の
中
で
最
も
無
視
さ
れ
続
け
て
き
た
聖
霊
神
学
の
広
大
な
沃
野
を
開 

拓
す
べ
き
驚
く
ベ
き
哲
学
的
基
礎
が
西
田
哲
学
に
伏
在
し
て
い
石」

点 

に
い
ち
早
く
注
目
し
て
お
ら
れ
±'
す
。
U
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
哲 

学
的
基
礎
の
結
晶
こ
そ
、
後
期
西
田
の「

場
所
的
論
理」

に
外
な
り
ま 

せ
ん
。
そ
う
し
ま
す
と
、
こ
の
場
所
的
論
理
を
媒
介
と
し
て
キ
リ
ス
ト 

教
的
世
界
観
を
再
表
現
な
い
し
再
解
釈
し
よ
う
と
す
る
宗
教
哲
学
的
努 

力
こ
そ
、
新
し
い
神
学
に
そ
う
論
理
的
基
礎
を
提
供
す
る
た
め
の
一
つ 

の
避
け
難
い
摂
理
的
な
課
題
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
り 

ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
学
者
の
西
田 

哲
学
と
の
取
り
組
み
方
を
み
ま
す
と
、
そ
の
多
く
が
や
は
り
既
成
神
学 

の
高
み
か
ら「

自
己
を
は
こ」

ば
ん
と
す
る
底
の
超
越
的
批
判
が
多
い 

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
私
自
身
、
場
所
的
論
理
を
そ
の
ま
ま 

の
形
で
新
し
い
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
の
枠
組
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と 

い
う
点
に
な
り
ま
す
と
、
や
は
り「

窮
極
の
根
抵
に
お
い
て」
は
可
逆 

性
の
論
理
の
よ
う
に
み
え
た
西
田
の
場
所
的
論
理
に
、
私
も
キ
リ
ス
ト 

者
と
し
て
は
じ
め
か
らI

沫
の
不
安
を
感
じ
て
は
い
ま
し
た
。
そ
こ
で 

私
は
、一

方
で
は
ア
ブ
リ
オ
リ
な
超
越
的
批
判
を
慎
し
む
と
共
に
、
他 

方
で
は
、
場
所
的
論
理
の
構
造
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
、
西
田
の
浄
土
真 

宗
や
キ
リ
ス
ト
教
と
の
学
的
対
決
の
跡
を
迎
り
つ
つ
、
そ
こ
か
ら「

竿 

頭
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て」

び

、
西
田
的
な
場
所
的
論
理
の
拡
大
再
解 

釈
に
よ
る
、
さ
ら
に
開
か
れ
た「

場
所」

を
見
出
し
う
る
な
ら
ば
、
こ 

れ
に
よ
つ
て
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
の
東
洋
的
再
表
現
も
ま
た
可
能
と

な
る
の
で
は
な
い
か
と
予
測
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

ニ
、

第一

の
•
ア
ポ
リ
ア

と
こ
ろ
で
、
神
と
世
界
の
関
係
を
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
場
所
的 

論
理
に
よ
っ
て
再
表
現
し
よ
ぅ
と
す
る
場
合
、
最
初
か
ら
最
大
の
違
和 

感
を
も

っ

て
私
に
立
ち
向
か
っ
て
き
た
も
の
は
、

「

仏
あ
っ
て
衆
生
あ 

り
、
衆
生
あ
っ
て
仏
が
あ
る
。
創
造
者
と
し
て
の
神
あ
っ
て
創
造
物
と 

し
て
の
世
界
あ
り
、
並
び
に
創
造
物
と
し
て
の
世
界
が
あ
っ
て
神
が
あ 

る

」

(3
.と

い

ぅ

一

見
全

く

可
逆
的
な
命
題
で
あ
り
ま
し
た
。
と

も

か

く

 

ヵ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
神
学
思
想
を
中
世
紀
以
来
、
世
界
的
規
模
で
風
び 

し
て
き
た
ト
マ
ス
•
ア
キ
ナ
ス
に
と
っ
て
は
、

「

神
は
全
被
造
物
の
外
一 

に
あ
り
、
全
被
造
界
は
神
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
決
し
て
そ
の
也
10 

で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
被

造

物

は

実

在

的

に

マ

こ

神

自

I  

身
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
神
は 

被
造
物
に
対
し
て
は
い
か
な
る
実
在
関
係
も
有
せ
ず
、
た
だ
被
造
物
が 

神
に
依
存
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
概
念
的
関
係
を
有
す
る
に
す
ぎ
な 

い」

と
言
明
し
て
お
り
ま
す
。

G

ト
マ
ス
の「

存
在
の
類
比」

説
を
支
え
る
因
果
律
や
分
有
説
に
よ
り 

ま
す
と
、
い
か
に
神
の
超
越
性
と
共
に
そ
の
内
在
性
が
強
調
さ
れ
る
場 

合
で
も
、
や
は
り
結
果
で
あ
る
被
造
物
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
所
詮
一 

種
の
無{

q
u

a
s

i  

n
i
h

i
l)

に
す
ぎ
な
い
は
わ
け
で
あ
っ
て(

例
•
火 

ig
n

is

が

存
在
し
な
い

限
9
燃

焼

ig
n

ir
e

も
あ
り
え
な
い)

、
そ
の
逆
は
も 

ち
ろ
ん
全
く
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ト
マ
ス
の



ア
ナd

ジ
ー
を
支
え
る
分
有
説
や
因
果
相
似
の
原
理
は
、
存
在
論
的
不 

可
^ '
性
を
不
5J
欠
の
前
提
条
件(s

in
e

 

q
u
a

 

n
o

n
)

と
し
て
し
る
と 

言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

か
っ
て
ト
マ
ス
学
徒
で
も
あ
り
ま
し
た
私
の
眼
に
は
、
西
田
の
可
逆 

的
命
題
の
前
半
、

「
神
あ
っ
て
世
界
あ
り」

は
と
も
か
く
と
し
て
、
後 

半
の「

世
界
あ
っ
て
神
あ
り」

は
、
冒
瀆
的
な
命
題
の
よ
う
に
思
わ
れ 

ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
者

と

し
て
、
神
と
世
界
の
絶
対
的
不
可
逆
性
は
、
 

そ
の
信
仰
'的
教
義
的
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
私
は
そ
の
と
き
多
く
の
人
々
が
潰
い
た
よ
う
に
、
 

「

神
あ
っ
て
世
界
あ
り」

と

r

世
界
あ
っ
て
神
あ
り」

と
い
う
一
一
つ
の 

命
題
を
、
い
わ
ば
二
元
論
的
に
分
離
し
て
、
前
者
を
可
と
し
、
後
者
を 

不
可
と
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
た
と
え〗

01
者

を

仮 

に
存
在
論
的
命
題
と
し
、
後
者
を
認
識
論
的
命
題
と
し
て
両
立
さ
せ
よ 

う
と
試
み
て
も
、
こ
れ
も
ま
た
、
い
か
に
も
苦
肉
の
策
の
よ
う
に
思
わ 

れ
て
、
西
田
の
本
意
に
添
う
も
の
と
も
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
よ 

う
に
し
て
私
は
、
第
一
の
ア
ポ
リ
ア
に
陥
っ
た
わ
け
で
す
。

三
、
第
二
の
ア
ポ
リ
ア

し
か
し
、
や
が
て
私
は
、
こ
の
第
一
の
ア
ポ
リ
ア
が
、
即
の
論
理
あ 

る
い
は
場
所
的
論
理
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
形
式
論
理
に
よ
っ
て
ニ 

分
法
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
、
全
く
お
間
違
い
の
偏
見
に
よ
る
も
の 

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
仏
と
か
衆
生
と
L
う
二
つ
の 

概
念
も
、
ま
た「

仏
あ
っ
て
衆
生
あ
り」

、

「

衆
生
あ
っ
て
仏
あ
り」

と
い
う
命
題
も
、
共
に
互
い
に
分
離
し
独
立
し
た
項
目
が
単
に
並
列
し 

て
い
る
の
で
は
な
く
、
実
は
共
に
、
ニ
に
し
て 

一
•
一
 

に
し
て
ニ
、
つ 

ま
り
不
一
不
一
一
の
関
係
を
な
し
、

一
が
他
を
相
互
に
前
提
と
し
含
み
合 

っ
て
い
る
概
念
で
あ
り
、
か
つ
命
題
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
何
れ
か
一 

方
が
不
可
逆
的
に
先
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
ま
ず
は
同
時
的
相
互
因 

果
の
関
係
を
な
す
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
に
い
た
っ
た
わ
け
で
あ 

り
ま
す
。
し
た
が

っ
て
私
は
こ
の
時
点
で
一
応「

不
可
分
•
不
可
同」 

の
関
係
を
発
見
し
た
と
言
え
る
の
で
す
が
、
ま
だ「

不
可
逆」

の
要
因 

を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
も
か
く
、
こ
の
時 

点
で
、
不
可
分
の
一
面
に
注
目
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は「

仏
あ
っ
て
衆 

生
あ
り」

を
抜
き
に
し
て
は「

衆
生
あ

っ

て

仏
あ

り

」

が
成
立
し
な
い 

よ
う
に
、
同
時
に「

衆
生
あ

っ

て

仏
あ

り

」

を
因
と
せ
ず
し
て
は「

仏 

あ
っ
て
衆
生
あ
り」

も
結
果
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ 

け
で
あ
り
ま
す
。
両
命
題
は
そ
れ
ぞ
れ
、

一
が
他
を
根
柢
と
し
て
成
立 

す
る
と
い
う
関
係
を
な
し
て
お
り
ま
す
。
西
田
に
と
っ
て
は
、
仏
と
衆 

生
の
み
で
な
く
、
神
と
世
界
も
同
理
で
あ
り
、

ー
般
的
に
超
越
者
と
& 

己
と
の
関
係
が
、
総
じ
ス
不
ー
不
二
、
相
互
的
同
時
因
果
の
関
係
に
お 

い
て
.把
握
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
気
づ
き
ま
し
て
、
私
は
よ
う
や
く
第
一 

の
ア
ポ
リ
ア
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
仏
教 

と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
宗
教
哲
学
的
対
話
路
線
に
よ
う
や
く
迎
り
着
い
た 

か
に
思
え
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
問
題
は
こ
れ
で
解
決
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
は
た 

し
て
、
こ
の
同
時
的
相
互
因
果
と
い
う
可
逆
性
の
関
係
に
よ
っ
て
、
超

- 1 1 -



越
者
と
自
己
と
の
キ
リ
ス
ト
教
的
関
係
を
説
明
す
る
こ
と
が
、
一

体
ど

 

こ
ま
で
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し「

窮
極
の
根
抵
に
お
い
てJ

こ 

れ
が
不
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
が
根
源
的
に
出
会
う 

道
は
、
あ
ら
か
じ
め
断
た
れ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で 

は
な
い
か
。
逆
に
、
も
し
何
ら
か
の
意
味
で
そ
の
不
可
逆
性
が
あ
る
場 

合
で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
側
と
し
て
は
、
仏
教
的
可
逆
性
の
枠
を「

竿 

頭
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て」
化
拡
大
再
解
釈
し
て
ゆ

く

こ

と

に

な

ら

ざ

 

る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
、
キ

リ

ス

ト

教

と

し

て

、

ど

 

う

し

て

も

拒
否
し
難
く
思
わ
れ
る
不
可
逆
性
の
契
機
は
、
か
の
場
所
的 

可
逆
性
の
論
理
の
何
処
に
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
形 

で
含
蓄
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
と 

も

、

そ
も
そ
も
不
ST
逆
性
の
契
機
な
る
も
の
は
、
阿
部
氏
が
批
判
さ
れ 

た
よ
う
に「

窮
極
の
根
抵
に

お

い

て

は

」

単
な
る
対
象
論
理
的
な
一
所 

産
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
が
不
可
逆
性
を
教
義
の
中
核 

に
据
え
る
限
り
、
所
詮
幻
想
的
な
宗
教
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
、
 

不
可
逆
的
契
機
な
る
も
の
は
、
本
来
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
決
し
て 

窮
極
的
な
も
の
で
は
な
く
、
単
に
歴
史
的
過
程
的
に
必
要
と
さ
れ
た
一 

種
の「

筏」

の

ご
と
き
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
の
か
。
た
し
か
に 

彼
岸
に
到
れ
ば
、
も
は
や
筏
な
ど
不
必
要
で
あ
り
ま
し
よ
う
。
し
か
し
、
 

未
だ
渡
ら
ざ
る
者
の
た
め
に
此
岸
に
戻
り
、
筏
を
漕
い
で
渡
し
守
の
役 

を
す
る
の
が
、
真
のre

-
lig

io
n

 

(

再
♦
結
合)

で
は
な
い
の
か
。
こ 

の

よ

う

な
様

々

の
疑

問

に

逢
着
し
て
、
し
ば
ら
く
思
考
を
断
念
せ
ざ
る 

を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
私
の
第I

一
の
ア
ポ
リ
ア
で
あ
り
ま
す
。

四
、
解
釈
の
ヒ
ン
ト(

西
田
'
 

フ
ロ
ム)

私
が
し
き
り
に
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
喘
い
で
い
た
時
に
、
相
前
後
し 

て
貴
重
な
解
決
へ
の
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
も
の
が
ニ
つ
あ
り
ま
し
た
。！

つ
は
、
西
田
自
身
の
言
葉
で
あ
り
、
も

う

一

つ
は
、

E
•
フ

ロ

ム

の

触 

発
で
あ

り

ま

し

た

。

ま
ず
第I

の
ヒ
ン
ト
は
、
西
田
自
身
の「

対
象
論
理
は
具
体
的
論
理 

の
自
己
限
定
の
契
機
と
し
て
こ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る」

け
と
い
う
一
文 

で
あ
り
ま
し
た
が
、
私
は
こ
の
命
題
に
よ
っ
て
、
対
象
論
理
と
具
体
的 

論
理(

即
の
論
理)

と
の
関
係
も
ま
た
、
対
象
論
理
的
二
分
法
的
な
も
の 

と
し
て
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
た
矛
盾
相
即
的
に
含
み
含
ま
れ
る
関
係
と
一 

し
て
把
握
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ

U 

の
点
、
私
は
中
山
延
ニ
先
生
の
快
適
な
合
槌
を
得
て
大
い
に
意
を
強
く
一 

し
、
さ
ら
に
思
索
を
押
し
進
め
て
い
き
ま
し
た
。

対
象
論
理
は
、
本
来
対
象
的
客
観
的
世
界
と
み
ら
れ
る
限
り
で
の
物 

体
界
や
公
共
的
世
界
に
妥
当
す
る
論
理
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
は
ど
こ 

ま
で
も
柚
象
的
一
面
観
と
し
て
、
人
間
的
認
識
の
必
要
条
件
で
は
あ
っ 

て
も
、
決
し
て
そ
の
十
分
条
件
で
は
あ
り
え
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
 

し
か
し
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
ゆ
え
に
対
象
論
理
と
具
体
的
論
理
を 

截
然
と
切
り
離
し
得
る
か
の
ご
と
く
考
え
、
取
捨
分
別
す
る
と
す
れ
ば
、
 

わ
れ
わ
れ
は
再
び
対
象
論
理
的
偏
見(

「

否
定
の
無」

へ
の
執
着)

に
陥
ら 

ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
対
象
論
理
は
ま
さ
に
両
刃
の
剣 

で

あ

り

ま

し

て

、

そ
れ
は
使
用
如
何
に
よ
っ
て
独
断
迷
妄
の
論
理
と
も



な
れ
ば
、
逆
に
具
体
的
論
理
の
跳
躍
台
と
も
な
り
う
る
も
の
で
あ
り
ま 

す

。

そ
し
て
、
人
間
の
具
体
的
認
識
の
領
域
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
両 

論
理
は
こ
れ
ま
た
分
離
即
結
合
、
結
合
即
分
離
的
に
、
す
な
わ
ち
縁
起 

相
即
的
に
関
係
し
合
っ
て
生
き
て
い
ま
す
。
の
み
な
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト 

教
的
信
仰
の
中
に
は
、
善
悪
を
識
り
分
け
る
知
恵(

分
別
知
.
無
明
知)  

の
木
の
実
を
喰
っ
た
罪
の
子
ら
に
と
っ
て
は
、
抽
象
的
対
象
論
理
的
に

_

—

.「

鏡
を
以
て
す
る
が
ご
と
く
1|
ろ
げ
に」

(8
-

-

-

-

-

-

-

-

し
か
表
現
で
き

な
い
具
体
的
な
真
理
が
多
く
存
在
す
る
と
い
う
事
実
も
否
定
す
る
こ
と 

は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
他
面
、
最
も
具
体
的
な
現
実
世
界
の
構
造 

を
示
す
と
い
う
場
所
的
論
理
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
多
か
れ 

少
な
か
れ
、
や
は
り
抽
象
的
部
分
的
に
、
す
な
わ
ち「

朧
ろ
げ
に」

し 

か
理
解
し
え
な
い
と
い
う
一
面
が
残
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
要
す
る
に
、
 

対
象
論
理
と
い
い
、
具
体
的
論
理
と
い
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て 

は(q
u

o
a
d

 

n
o

s
)

そ
れ
ぞ
れ
に
ど
こ
ま
で
も
不
完
全
さ
を
残
し
た
ま
ま 

し

か

も

矛
盾
相
即
的
に
絡
み
合
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
実
情
で
は
な
い 

で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
、

「

神
あ
っ
て
世
界
あ
り」

と
い
う
超
越
的 

神
概
念(

有
神
論
的
形
而
ヒ
学
の
立
場)

と
、「

神
あ
っ
て
世
界
あ
り
、
世 

界
あ
っ
て
神
あ
り〕

と
す
る
場
所
的
神
概
念
も
、
相
互
に
一
が
他
を
事 

実
上
、
隠
顕
俱
成
的
に
含
み
合
う
限
り
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
何
れ 

も
正
当
な
神
概
念
と
し
て
許
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

り

ま

し

 

ょ
う
。
け
だ
し
、
こ
の
二
つ
の
神
概
念
は
や
は
り
矛
盾
相
即
的
に
同
一 

の
信
仰
の
中
に
含
ま
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
分
離
即
結
合
、
結
合
即
分 

離
的
に
、
統
合
さ
れ
つ
つ
対
立
し
、
対
立
し
つ
つ
統
合
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
う
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
私
は
西
田
博
士
の「

対
象
論
理
は
具
体
的 

論
理
の
自
己
限
定
の
契
機
と
し
て
こ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る」

と
い
う
命 

題
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
み
た
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
対
象
論 

理
に
も
、
そ
れ
が
事
実
上
具
体
的
な
認
識
に
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
限 

り
、
そ
の
自
己
限
定
な
い
し
自
己
否
定
の
契
機
と
し
て
場
所
的
論
理
が 

含
ま
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
マ
ゥ 

ル
ス
.
ハ
ィ
ン
リ
ッ
ヒ
氏
は
、
滝
沢
氏
が「

対
象
論
的
神
の
存
在
を
あ 

く
ま
で
抽
象
的
存
在
と
し
て
斥
け
て
い
る」

点
を
批
判
し
て
、

「

信
仰 

の
決
断
後
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
考
察
の
場
に
は
、
あ
く
ま
で
も
信
仰 

to
-

L

に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
た
対
象
論
的
神
の
存
在
も
前
提
と
さ
れ
て 

い
る」

事
実
を
指
摘
し
て
お
り
ま
す
。
0

た
し
か
に
、
例
え
ば
ア
ゥ
グ
一 

ス
チ

ヌ

ス

が

「

神
のa

ゴ

ス

を
窺
い
知
る
は
畏
怖
す
ベ
き

こ

と

な
り」

13 

M
と
し
て
、
聖
書
の
驚
く
べ
き
深
さ
に
戦
慄
し
な
が
ら
、
つ
ま
り
理
性
一 

の
把
握
を
越
え
る
神
の
神
秘
性
と
の
逆
対
応
的•

不
可
逆
的
関
係
を
き 

わ
め
て
具
体
的
に
、
ひ
し
ひ
し
と
身
に
感
じ
と
り
な
が
ら
、
し
か
も
永 

遠
の
存
在
と
し
て
の
超
越
的
な
神
概
念
を
単
に
抽
象
的
固
定
的
な
も
の 

と
し
て
斥
け
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
こ
れ
を
不
可
測
的
な
る
神
の
永 

遠
の
御
名
と
し
て
信
仰
の
立
場
か
ら
肯
定
し
て
い
る
態
度
を
、
わ
れ
わ 

れ
は
単
な
る
対
象
論
理
的
な
一
面
観
と
し
て
斥
け
る
こ
と
は
決
し
て
許 

さ
れ
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

M (

注
H
を
特
に
参
照)

彼
の
こ
の 

よ
う
.な
対
象
論
理
的
概
念
は
、
そ
れ
の
自
己
否
定
的
契
機
と
し
て
の
場 

所
的
論
理
を
い
わ
ば
逆
限
定
的
に
含
ん
で
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い 

か
。
な
る
ほ
ど
、
西
田
は
対
象
論
理
と
相
即
論
理
の
関
係
を
そ
れ
ほ
ど



詳
細
に
説
明
し
て
お
り
ま
せ
ん
で
、
対
象
論
理
の
抽
象
的
消
極
的
側
面 

ば
か
り
を
批
判
的
に
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。
し
か
し
そ
れ 

で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
内
在
的
超
越
の
方
向(

可
逆
性
と
自
覚
の
方
向)

は 

深
め
ら
れ
て
も
、
M
そ
の
超
越
的
内
在
の
方
向(

不
可
逆
性
と
救
済
の
方 

向)

が
、
い
わ
ば
高
踏
的
に
軽
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か
。
 

一
般
に
は
救
済
よ
り
自
覚
の
方
が
、
よ
り
究
極
的
な
立
場
の
よ
う
に
考 

え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
具
体
的
に
は
救
済
の
な
い
自
覚 

は
あ
り
え
ず
、
両
者
は
ど
こ
ま
で
も
矛
盾
相
即
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る 

の
で
あ
り
ま
す
。
神
戸
の
森
信
三
氏
の
表
現
を
借
り
ま
す
と
、

「

救
済 

的
体
験
の
内
面
化
が
、
し
だ
い
に
自
証
に
向
か
っ
て
深
め
ら
れ
て
ゆ
く 

よ
う
に
、
逆
に
自
証
の
立
場
を
、
そ
れ
が
深
め
ら
れ
る
に
し
た
が
っ
て
、
 

救
済
的
色
調
を
帯
び
て
く
る」

M
も

の

と

思
わ
れ
ま
す
。
救
済
と
自
覚
、
 

不
可
逆
性
と
可
逆
性
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
矛
盾
相
即
的
な
る
も
の
と
し 

て
、
は
じ
め
て
あ
ら
ゆ
る
信
仰
の
多
元
的
構
造
を
受
け
容
れ
う
る
。
真 

に
縁
起
的
な
神
概
念
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ 

う
か
。
こ

の

よ

う

な

包
越
的
神
概
念
こ
そ
、
西
洋
の
伝
統
的
キ
リ
ス
ト 

教
思
想
の
積
極
的
遺
産
を
继
承
し
な
が
ら
、
し
か
も
他
宗
教
と
の
真
に 

根
源
的
な
出
会
い
を
可
能
な
ら
し
め
る
最
も
現
実
的
な
立
場
で
あ
る
よ 

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
次
に
第
二
の
ヒ
ン
ト
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
後
期
工ー

リ 

ッ
ヒ
.
フ

ロ

ム

の

書-
T

h
e

 

A
rt  

o
f  

L
o

v
in

g

 

5
に
表
現
さ
れ
た
思 

想
を
通
し
て
私
に
ひ
ら
め
い
た
場
所
的
論
理
再
解
釈
の
一
視
点
で
あ
り 

ま
す
。
西
田
に
よ
り
ま
す
と
、
場
所
的
論
理
に
お
け
る
可
逆
的
関
係
は
、

「

何
処
ま
で
も
自
己
自
身
に
反
す
る
も
の
を
包
む
絶
対
の
愛」

か
の
論 

理
構
造
と
し
て
の
逆
対
応
を
示
す
も
の
と
解
し
う
る
限
り
、
こ
の
可
逆 

性

(

こ
れ
は
、
い

わ

ば

ユ
ン
グ
的
元

型
と
し
て
の

「

母
性」

的
な
論
理
と
い
え
よ
う)

は
、
決
し
て
黾
な
る
相
対
的
次
元
で
の
相
互
転
換
、
な
い
し
同
時
的
相 

互
因
果
の
関
係
を
意
味
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
単 

に
相
対
的
な
者
が
、「

ど
こ
ま
で
も
自
己
自
身
に
反
す
る
も
の
を
包
む」 

こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
相
対 

と
は
厳
し
く
区
別
さ
れ
た
絶
対
が
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
、
絶
対
と
相 

対
と
の
絶
対
に
逆
転
を
許
さ
な
い
不
可
逆
性
が
厳
然
と
存
在
し
て
い
ま 

す
。(

不
可
逆
は
、
い

わ

ば

同

じ

く

元

型

的

に「

父
性」

的

な

論

理

と

い
う
こ
と 

が
で
き
よ
う)

そ
う
す
る
と
、
絶
対
愛
と
い
う
も
の
は
、
相
互
に
一
を
他
一 

に
還
元
し
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
母
性
愛
と
父
性
愛
と
の
超
越
的
次
14 

元
に
お
け
る
統
合
、
言
い
か
え
る
と
、
両
者
の
矛
盾
的
相
即
そ
の
も
の
一 

と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
絶
対
的
な
形
で
こ 

れ
を
再
表
現
す
れ
ば
、
父
性
愛
と
母
性
愛
、
不
可
逆
性
と
可
逆
性
は
、

絶
対
愛
の
中
に
不
一
不
二
的
に
含
ま
れ
て
い
る
両
契
機
を
、
そ
れ
ぞ
れ 

分
節
的-

対
象
的
に
表
現
し
た
も

の

と

言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ 

ゆ
え
に
、
場
所
的
論
理
は
、
可
逆
即
不
可
逆
•
不
可
逆
即
可
逆
と
い
う
、
 

絶
対
愛
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
人
格
の
根
源
的
在
処
の
論 

理
に
外
な
ら
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
こ

の

よ

う

 

に
解
す
る
こ

と

に

よ

っ

て

初
め
て
、
そ
れ
は
い
わ
ば「

新
約
の
論
理」 

と

し

て

、

キ
リ
ス
ト
教
ニ
千
年
の
論
理
的
悩
み
に
応
え
う
る
も

の

と

な 

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。



五
、
体
験
の
再
解
釈

超
越
者
と
自
己
と
の
関
係
は
、
不
可
逆
的
な
の
か
可
逆
的
な
の
か
と 

い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
私
は
自
分
自
身
の
キ
リ
ス
ト
教
的
入
信
の
体 

験
を
改
め
て
反
省
し
て
み
て
、
自
分
な
り
に
新
し
く
了
解
さ
れ
て
き
た 

事
実
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
神
と
の
出
会
い
の
体
験
に 

は
、
ニ
つ
の
相
反
す
る
契
機
が
不
一
不
二
的
に
、
あ
る
い
は
不
可
同
• 

不
可
分
的
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
事
実
で
あ
り
ま
す
。
 

ま
ず
不
一.

不
可
同
の
面
か
ら
申
し
ま
す
と
こ
の
面
を
キ
リ
ス
ト
教 

的
に
表
現
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
神
は
ど
こ
ま
で
も
創
造
に 

先
立
っ
て
、
創
造
な
く

し

て

も

絶
対
に
独
立
自
存
す
る
実
在
で
あ
り
、
 

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
実
在
の
前
に
は
、
人
間
の
存
在
も
、
そ
の 

い
か
に
深
刻
な
体
験
も
、
決
定
的
な
回
心
や
見
性
の
体
験
さ
え
も
、
 

全

く

ゼa

に
等
し
い
と
い
う
、
絶
対
的
な
不
可
逆
性
の
契
機
が
あ
る 

だ
け
で
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
心
霊
上
の
事
実
と
し
て
の
不
可 

逆
性
の
契
機
が
、
単
に
抽
象
的
な
対
象
論
理
的
一
面
観
の
所
産
で 

は

あ

り

え

な

い

こ

と

は

、

既
に
明

ら

か

で

あ

り

ま

し

ょ

う

。

し
た
が
っ 

て「

創
造
に
先
立
ち」

と
い
っ
て
も
、
単
に
直
線
的
時
間
の
延
長
線 

上
に
お
い
て
時
間
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
よ
う
な

次
元
の 

事
柄
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
不
一
.
不
可
同
の
面
は
、
実
は
不
二
. 

不
可
分
の
面
と
、
不
一
不
二
的
、
逆
対
応
的
に
結
合
し
て
い
る
、

一
 

つ
の
場
所
的
な
契
機
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て 

私
は
こ
の
第
一
の
契
機
に
関
す
る
限
り
、
滝
沢
氏
の「

絶
対
不
可
逆
論」

に
全
面
的
に
賛
同
し
ま
す
。
氏
は
私
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
更
に
補
強 

す
る
か
の
よ
う
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「

有
相
の
人
の
み 

ず
か
ら
成
す
形
と
し
て
の
覚
と
、
そ
の
真
実
の
根
基.

•
と
し
て
の
絶 

対
無
相
の
自
己
•.

の
は
た
ら
き

と

の

あ
い
だ
に
は
、
絶
対
に
不
可
逆 

.

な
関
係
が
支
配
し
て
い
る
。
有
相
の
自
己
が
絶
対
無
相
の
自
己
に
吸 

収
さ

れ

る

の
で
も
、
後
者
の
一
方
的
先
行
性
が
緩
和
さ
れ
る
の
で
も
な 

い
。
い
な
む
し
ろ
、
徹
頭
徹
尾
、
後
者
の
絶
対
的
先
行
性
に
踏
み
と
ど 

ま
る
と
い
う
こ
と
、
己
れ
自
身
の
絶
対
的
被
決
定
性
に
た
だ
黾
純
に
然 

り
を
言
う
と

い

う

こ

と

を

ほ
か
に
し
て
、
有
相
の
自
己
の
真
に
自
然
的 

な
生
活
も
思
考
も
、
現
成
の
し
よ
う
は
な
い
の
で
あ
る」

と
。

W

私
は
青
年
期
に
-一
ヒ
リ
ズ
ム
に
蝕
ま
れ
、
長
い
間
、
絶
望
と
い
う「

死
一 

に
至
る
病」

に
深
く
冒
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
私
が
、
ァ
ゥ
グ
ス
チ
15 

ヌ
ス
の『

告
白
録』

を
い
わ
ば
産
婆
役
と
し
て
初
め
て
真
実
在
で
あ
る|  

神
と
出
会
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
こ
の
真
実
在
が
魂
の
虚
無
と
混
沌
の
た 

だ
中
か
ら
突
如
胎
動
し
は
じ
め
、
や
が
て
陣
痛
を
起
こ
し
つ
つ
顕
わ
に 

な
っ
た
と
い
う
実
感
を
伴
う
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
真 

実
在
は
、
こ
の
よ
う
な
誕
生
の
瞬
間
に
、
忽
ち
超
越
的
絶
対
者
と
し
て 

意
識
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
私
の
心
は
、
た
た
た
た
、
朝
な 

夕
な
、
絶
対
的
不
可
逆
性
の
意
識
に
満
た
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 

こ
の
事
実
は
、
た
し
か
に
、
回
心
体
験
の
ロ
ゴ
ス
化
が
、
ま
ず
ァ
ゥ
グ 

ス
チ
ヌ
ス
を
媒
介
と
し
て
行
わ
れ
た
こ

と

と

深
く
関
連
し
て
い
る
の
で 

は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

し

か

し

な

が

ら

、

私
は
の
ち
に
仏
教
に
出
会
い
、
こ

の

回
心
の
事
実



を
改
め
て
反
省
す
る
に
及
ん
で
、
私
の
真
実
在
と
の
出
会
い
の
体
験
に 

は
、
対
象
的
思
惟
に
と
っ
て
は
一
見
全
く
相
反
す
る
よ
う
な

も

う

一
つ 

の
契
機
が
、
す
で
に
不
可
分.

不
可
同
的
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
気 

づ
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
絶
対
に
不
可
逆
的
な
、
し
た
が 

っ
て
ま
た
、
不
可
同
的
な
関
係
を
自
覚
せ
し
め
ら
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
 

実
は
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
•

で
直
ち
に
、
絶
対
に
可
逆
的
な
、
し
た 

が
っ
て
ま
た
、
不
可
分
的
な
関
係
の
自
覚
と
、
ま
さ
し
く
不
町
分.

不 

可
同
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
り
ま
す
。
両
者
は
ま
さ
に
同
時
的
相 

互
因
果
の
関
係
で
あ
り
、
隠
顕
俱
成
的
に
、
同
一
の
体
験
の
中
に
含
ま 

れ
て
い
た
、
い
な
、
そ
の
よ
う
な
論
理
的
構
造
に
お
い
て
回
心
の
体
験 

を
現
成
せ
し
め
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
体
験
は「

魂
に 

お
け
る
神
の
誕
生」

と
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
描 

写
さ
れ
て
い
ま
す
。

「

神
は
魂
の
う
ち
に
生
ま
れ
る」
。

「

魂
は
神
の 

う
ち
に
生
ま
れ
る」

。

「

私
は
神
が
神
で
あ
る
た
め
の一
つ
の
原
因
な 

の
だ」

。

「

神
は
自
己
の
存
在
を
魂
か
ら
引
き
出
し
給
う」
。

「

神
は 

顕
現
し
、
か
つ
過
ぎ
越
し
て
ゆ
く」

。

M

わ
れ
わ
れ
の
メ
タ
/
ィ
ァ(

回
心)

の
体
験
に
は
、
た
し
か
に
滝
沢
氏 

も
言
わ
れ
る
よ
う
に「

神
の
子
が
今
此
処
で…

…

わ
た
く
し
自
身
か
ら 

誕
生
す
る」

&
と
い
う
事
実
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
 

わ
れ
わ
れ
は
、
ベ
ト
レ
ヘ
ム
の
馬
ぶ
ね
も
、

マ
リ
ァ
の
子
宮
も
、
類
比 

扑
わ
れ
わ
れ
人
間
の
一
人
ひ
と
り
の
魂
の
シ
ン
ボ
ル
と
解
す
る
こ 

と
が
で
き
る
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
滝
沢
氏
の
場
合
、

「

神
、
わ
れ
ら 

と
と
も
に
い
ま
す(

イ
ン
マ
ヌ
エ
ル)

」

の
原
事
実(

第
一
義
の
接
触)

は
、

存
在
論
的
に「

万
人
の
自
己
成
立
の
根
柢
に
本
来
平
等
に
存
在
す
る」 

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
イ
エ
ス
な
し
に
も
実
在
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、

「

神
の
子
の
私
自
身
か
ら
の
誕
生」

は
、
少
な
く
と
も
権
利
上(d

e
-

 

ju
r

e
)

、
す
べ
て
の
人
々
に
と
っ
て
イ
エ
ス
の
誕
生(

受
肉)

と
全
く
一 

義
的
に(

類
比
的

に

で

は

な

く)

-
、

全
く
同
等
の
資
格
で
イ
ン
マ
ヌ

エ

ル 

の
徴
表(

し

る

し

)

な

の

で

す

。

け
れ
ど
も
、
滝
沢
氏
の
場
合
、
イ
エ
ス 

に
於
て
神
が
人
に
成
っ
た
と
い
う
の
は
、
た
し
か
に
、
イ
エ
ス
が
そ
の 

ま

ま

「

人
と
成
っ
た
神」

で

あ

る

こ

と

を

意
味
し
な

し

の

で

す
が
、
し 

か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
エ
ス
は
滝
沢
氏
に
と
っ
て
は
唯一

の 

特
殊
な
人
格
な
の

で

あ

り

ま

す

。

つ

ま

り

、

イ
エ
ス
の
出
現
は
、

「

神 

と
人
と
の
第
一
義
の
接
触
に
基
い
て
第
一
一
義
の
接
触
が
最
も
真
実
な
形
一 

で

発
生
し
た
と

い

う

こ

と

で

あ

り

、

被
造
物
と
し

て

、

創
造
者
の
最
も
16 

完
全
な
表
現
が
生
起
し
た
こ

と

な

の

で

あ

る

」

.
。

M
こ

の

こ

と

を

滝
沢
一 

氏
は
更
に
明
確
に
次
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。

「

神
の
原
決
定
を
完 

全
に
反
映
.
体
験
す
る
一
人
の
人(

ナ
ザ
レ
の
イ
ニ
ス)

が
現
わ
れ
た
と 

い

う

こ

と

は

、

そ
れ
じ
た
い
、
た
だ
驚
嘆
感
謝
し
て
こ
れ
を
認
め
る
外 

は
な
い
奇

S-
的
な
出
来
事
で
あ
る」

と

。

W
イH

ス
の
神
性
を
斥
け
、
 

キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
主
義
•
排
他
主
義
を
克
服
し
よ

う

と

し

た

滝
沢
氏 

で
は
あ
り
ま
す
が

、

こ

の

よ

う

な

告
白
の
中
に
は
、
第
一
義
の
接
触
の
、

第
一
一
義
の
接
触
に
お
け
る
基
準
的
完
全
照
応
は
イH

ス
の
み
と
い
う
、
 

有
無
を
言
わ
さ
ぬ
分
別
以
前
の
信
仰
に
基
く
判
断
が
潜
ん
で
お
り
、
信 

仰
と
神
学
と
の
一
一
元
論
的
緊
張
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。(

滝
沢 

氏
は
^

信
に
よ
っ
て
こ
の
点
に
言
及
さ
れ
ま
し
た
が
、
私
に
は
そ
れ
も
理
解
し
難



い
も
の
で
し
た〕

c

さ
て
、
議
論
を
元
に
戻
し
ま
し
ょ
う
。
神
の
不
可
逆
的
超
越
性
の
肖 

覚
は
、
人
間
と
神
と
の
関
係
に
お
け
る「

従
順
即
自
由」

だ
け
で
な
く
、
 

「

愛
即
自
由」
と
い
う
可
逆
的
な
相
互
内
在
性
の
自
覚
を
も
含
ん
で
お 

り
、
両
者
は
不
可
同
.
不
可
分
の
関
係
を
な
し
て
い
ま
す
。
と
は
い
っ 

て
も
、
可
逆
性
と
不
可
逆
性
と
い
う
二
つ
の
概
念
は
、
そ
れ
自
体
と
し 

て
は
決
し
て
一
を
他
に
還
元
で
き
な
い1

1

つ
の
要
因
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
 

両
者
の
不
可
同•

不
可
分
と
い
う
こ
と
は
矛
盾
的
相
即
の
関
係
で
あ
っ 

て
、
単
な
る
同
一
^
面
に
お
け
る
相
補
的
関
係
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ 

ば
な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
不
可
逆
性
七o
パ

ー

セ

ン

ト

を
、
可
逆
性 

一
ニo

パ

ー

セ

ン

ト

で

補

う

と

し

う

よ

う

な
こ

と

て

は
あ
り
ま
せ
ん
。
不 

可
逆
面
が 
一
0

〇

パ

ー

セ

ン

ト

な

ら

、

可
逆
面
も
一
o

〇

パ

ー

セ

ノ

ト

で

、
 

ー
は
他
に
還
元
で
き
な
い
か
た
ち
で
矛
质
相
即
的
に
ー
な
の
で
す
。
こ 

の
よ
う
な
意
味
で
、
不
可
逆
性
に
由
来
す
る「

従
順
即
自
由」

は
、
同 

時
に
否
定
媒
介
的
に「

愛
即
自
由」

と

相
即
す
る
事
態
な
の

で

あ
り
ま 

す
。
愛
は
可
逆
性
の
地
平
に
咲
き
出
る
花
で
あ
り
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
 

キ
リ
ス
ト
教
が
愛
o '
宗
教
'

たと
い
わ
れ
る
事
実
は
、

一
面
で
は
不
可
逆 

性
を
媒
介
と
し
て
成
立
し
た
可
逆
性
の
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て 

い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
他
面
で
は
、
超
越
者
と
0
己
と
の
不
可
逆 

性
の
自
党
そ
の
も
の
が
、
可
逆
的
な
愛
即
自
由
と
い
う
交
わ
り
の
成
立 

に
よ
っ
て
初
め
て
生
起
し
た
心

霊

上
の
事
実
だ
と
い
う

こ

と

も
で
き
る 

の
で
す
。
言
い
か
え
る
と
、
こ
の
可
逆
的
な
交
わ
り
に
お
け
る
超
越
者 

と
自
己
と
の
不
二
の
自
覚
を
場
と
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
超
越
者
の
絶

対
的
先
行
性
、
絶
対
的
不
可
逆
性
が
自
覚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
も 

と
も
と
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
絶
対
の
分
離(

不I
、

不
可 

逆)

と
絶
対
の
結
合(

不
二
、
可
逆
性)

と
は
、
信
仰
の
自
覚
の
場
に
お 

い
て
は
、
や
は
り
同
時
的
相
互
因
果
、
す
な
わ
ち「

不
可
逆
即
可
逆
.

叮
逆
即
不
可
逆」

の
関
係
を
な
し
て
い
る
と
い
う
ほ
か
な
い
よ
う
に
思 

う
の
で
す
。

第

三

章

「

絶
対
可
逆
論(

阿
部
説)

」

の 

キ
リ
ス
ト
教
へ
の
挑
戦

I

、
阿
部
正
雄
氏
の
不
可
逆
観 

一

阿
部
氏
は
、

「

不
可
逆
性
の
徹
底
的
自
覚
を
介
し
て
の
み
成
り
立
つ
17 

よ
う
な
可
逆
性」

を
承
認
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

一
見
す
る
と
、
こ

れ

は

I  

私
の
可
逆
即
不
可
逆
の
立
場
に
そ
の
ま
ま
通
じ
る
よ
う
に
み
え
る
し
、

私
も
最
初
は
そ
の
よ
う
に

受
け
取
っ
て
大
い
に
共
鳴
し
て
い
た
の
で
す 

が
、
や
が
て
そ
れ
は
私
の
思
い
違
い
で
あ
る
こ

と

に

気
が
つ
き
ま
し
た
。
 

と
い
う
の
は
、
こ
の
不
可
兑
性
と
可
逆
性
は
、
阿
部
氏
の
場
合
、

「

窮 

極
の
根
柢
に
お
い
て
は」

決
し
て
同
時
的
な
相
互
否
定
媒
介
的
な
ニ
つ 

の
契

機

と

し
て
把

え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と

い

う

こ

と

で

あ

り

 

ま
す
。
氏
は
、
例
え
ば「

大
乗
仏
教
が
、
生
死
即
涅
槃
、
煩
悩
即
菩
提 

と

い

い

、…
…

禅
が
正
偏
回
互
•
賓
主
互
換…

…

と

い

う

の

も
、
決
し 

て
单
に
無
差
別
的
な
平
等
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ぞ 

れ
の
価
値
的
差
別
と
そ
の
不
可
逆
性
の
徹
底
的
自
覚
を
通
し
て
、
そ
れ



ら
価
値
的
区
別<

と
そ
の
不
可
逆
性>

を
そ
の
根
源
に
向
か
っ
て
超

!̂ 

し
た
と
こ
ろ
に
S
覚
さ
れ
て
い
る
差
别
即
平
等
、
平
等
即
差
淨
の
極 

め
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
可
逆
的
立
場
で
あ
る」

と
述
べ
て
お
ら
れ
ま 

す
。
Q

阿
部
氏
に
と
っ
て
は
、

r

一
 

切
の
対
象
化
の
克
服
こ
そ
、
根
源 

的
リ

ア

リ

テ

ィ

ー

現
前
の
た
め
の
要
件
で
あ

る

J

G

か
ら
、
根
源
的
リ 

ア
リ
テ
ィ
ー
に
立
つ
た
め
に
は
、
不
可
逆
的
超
越
性
の
否
定
、
超
越
的 

な
も
の
の
対
象
化
を
徹
底
的
に
拒
否
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
さ
れ
る
わ 

け
で
す
。U

つ
ま
り
、
阿
部
氏
の
立
場
は
、
窮
極
の
根
柢
に
お
い
て
は 

絶
対
可
逆
論
で
あ
り
、
不
可
逆
的
契
機
は
、
せ
い
ぜ
い
つ
い
に
は
止
揚 

さ
れ
る
ベ
き
弁
証
法
的
前
段
猎
の
こ
と
が
ら
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

り

ま

 

十
。
し
た
が
っ
て
、
阿
部
氏
の
認
め
る
不
可
逆
は
、
い
か
に「

高
次
の」 

不
可
逆
で
あ
っ
て
も
、

「

絶
対
可
逆」

の
境
涯
か
ら
す
れ
ば
や
は
り
抽 

象
的
で
幻
想
的
な
対
象
論
理
的
性
格
を
完
全
に
は
免
れ
て
い
な
い
も
の 

な
の
で
す
。
し
か
し
、
阿
部
氏
は
別
の
箇
所
で
、

「

キ
リ
ス
ト
教
に
お 

け
る
人
格
主
義
的
な
神
人
関
係
に
お
い
て
、
不
可
逆
性
が
不
可
欠
と
さ 

れ

る

こ

と
は
、
直
ち
に
神
の
対
象
化
を
含
意
す
る
も
の
で
は
な
い」

と 

述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、o

そ
れ
で
は
一
体
、
対
象
的
で
は
な
い
不
可 

逆
性
と
は
、
阿
部
氏
に
と
っ
て
は
い
か
な
る
不
可
逆
性
な
の
で
し
ょ
ぅ

、o力

と
も
か
く
、
阿
部
氏
は
、
氏
が
最
も
根
源
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
論 

理
構
造
と
確
信
し
て
い
る「

絶
対
可
逆」

を
キ
リ
ス
ト
教
に
は
認
め
な 

い
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
理
由
に
は
次
の
二
つ
の
こ
と
が
考
え
ら 

れ
ま
す
。
第
一
、
氏
が
根
源
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
触
れ
、
無
相
の
自
己

を
覚
す
る
機
縁
と
な
っ
た
の
が
、
禅
者
•
久
松
真一

博
士
と
の
相
互
参 

究
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
啓
示
体
験
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
 

第
二
、
阿
部
氏
に
は
、
久
松
真
一
氏
と
の
相
互
参
究
の
は
て
に
、
浄
土 

真
宗
的
な
決
定
の
信
が
崩
壊
し
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に

陥
っ
た
と

い

う

深
刻 

な
体
験
が
あ
り
、
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
そ
れ 

と
し
て
断
罪
し
た
ニ

ー

チ

H

の
立
場
と
オ

ー

バ

ー

ラ

ッ

プ

さ

れ

て

い
る 

と

い

う

こ
と
。
こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
氏
に
と
っ
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教 

は
浄
土
真
宗
と
同
様
、
そ
の
窮
極
の
根
柢
に
は
依
然
と
し
て
二
ヒ
リ
ズ 

ム
が
潜
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
や
は
り
不
可
逆
性
の
幻
想
に
基
く
も
の
で 

あ
っ
て
、
こ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
決
定
的
に
超
克
す
る
、
い
わ
ば
決
定
の 

覚
と

も

い

う

べ

き

立
場
こ
そ
、
絶
対
可
逆
的
禅
体
験
の
世
界
に
外
な
ら 

な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

私
は
氏
自
身
の「

無
相
の
自
己」

の
立
場
そ
の
も
の
に
は
何
も
異
を 

唱
え
る
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
私
は
阿
部
氏
が
、
禅
的
可
逆
論 

の
立
場
に
立
っ
て
、
現
在
ア
メ
リ
ヵ
で
ヶ
ノ
ー
シ
ス
的
神
概
念
を
追
究 

し
つ
つ
、
現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
界
に
新
風
を
吹
き
込
ん
で
お
ら
れ 

る
姿
に
声
援
を
惜
し
ま
な
い
者
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
浄
土
真
宗
や 

キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
氏
の
批
判
は
、
そ
の
師
•
久
松
真
一
氏
の
そ
れ 

を
体
質
的
に
そ
の
ま
ま
辦
承
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
こ
れ
に
は
全 

く
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

ま
ず
キ
リ
ス
ト
教
に
関
し
て
い
え
ば
、
二
ー
チ
ュ
が
死
を
宣
告
し
、
 

ョ
ー
ロ
ッ
パ
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
根
源
と
し
て
告
発
し
た
も
の
は
、
ッ
ア 

ラ
ッ
ス
ト
ラ
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
、

「

必
死
の
一
躍
も
て
終
局
に

一 18—



逹
せ
ん
と
す
る
憐
れ
む
べ
き
無
知
の
疲
労Q

V
IU

d
ig

k
e
it)

」

が
生
み 

出
し
た「
背
後
世
界(n

in
te

r
w

e
lt  )

」

と
し
て
の
神
で
あ
る
。
{5 

そ
れ
は
、
隔
絶
的
超
越
的
絶
対
者
と
し
て
、
単
に
対
象
論
理
的
に
不
可 

逆
的
な
聖
所
に
人
間
が
勝
手
に
祭
り
上
げ
た
幻
想
的
抽
象
的
な
神
概
念 

で
あ
っ
て
、
福
音
書
の
活
け
る
神
と
は
お
よ
そ
似
て
も
似
つ
か
ぬ
も
の 

で
あ
り
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
阿
部
氏
の
キ
リ
ス
ト
教
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
告
発
は
、
キ 

リ
ス
卜
教
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
低
次
元
の
不
可
逆
性
だ
け
に
向
け
ら 

れ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
更
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け 

る
高
次
の
不
可
逆
性
、
す
な
わ
ち
、
神
の
語
り
か
け
の
規
範
性
を
根
拠 

と
す
る
神
人
の
不
可
逆
性
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
氏
に
よ
る
と
、
 

キ

リ

ス

ト

者
の
自
由
は
、
こ
の
神
的
規
範
性
を
否
定
的
契
機
と
し
て
内 

に
含
ん
だ
自
由
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
禅
者
の
自
由
は
、
こ
れ 

と
は
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
神
人
の
不
可
逆
性
を 

超
克
し
た
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
、
徹
底
的
に
町
逆
的
な
自
由
で
あ
り
、
 

そ
こ
に
は
、
い
か
な
る
規
範
性
を
も
脱
却
し
た
自
由
、
と
い
う
よ
り
自 

在
な
る
世
界
が
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
作
こ
の
阿
部
氏
の
キ
リ
ス
ト
教 

の
分
析
は
、
少
な
く
と
も
歴
史
的
キ
リ
ス
ト
教
の
主
流
部
分
に
つ
い
て 

は
正
鵠
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
八 

木
氏
が
言
う
よ
う
に
、

「

キ
リ
ス
ト
教
が
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
の
は
、
 

共
同
体
性
に
お
い
て
で
あ
り」

、
共
同
体
性
は
、
規
ff
i
*
性
•
超
越
性•  

恥
.
也
.

の
契
機
と
深
く
紡
び
つ
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
し
か 

し
な
が
ら
、
聖
書
的
キ
リ
ス
ト
教
を
、
共
同
体
性
の
座
か
ら
の
み
規
定

す
る
の
は
、
決
し
て
十
全
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
八
木
氏
の
神
学
類
型
に 

よ

っ

て

も
、
そ
こ
に
は
共
同
体
性
の
神
学
だ
け
で
は
な
く
、
対
人
性
♦
 

個
人
性
の
神
学
も
あ
り
、
後
二
者
に
特
徴
的
な
も
の
は
、
同
心
円
性
で 

あ
り
、
内
在
性
で
あ
り
、
か
つ
可
逆
» *
な
の
で
す
。
そ
ぅ
し
ま
す
と
、

阿
部
氏
が
、
キ
リ
ス
卜
者
の
自
由
を
ど
こ
ま
で
も
神
的
規
範
性
を
根
拠 

と
す
る
神
人
の
不
可
逆
性
に
立
脚
し
た
も
の
と
の
み
考
え
る
の
は
、
無 

限
の
拡
が
り
と
深
み
を
持
つ
キ
リ
ス
ト
教
の
神
秘
性
を
、
歴
史
的
地
域 

的
な
制
約
下
に
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
共
同
体
性
の
神
学
に
よ
っ
て
制
限
し 

て
し
ま

ぅ

こ
と
に
な
り
は
し

ま

い

か
と
危
惧
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

阿
部
氏
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
、
な
い
し
キ
リ
ス
ト
教
観
に
つ
い
て
は
、
 

こ

れ

以
上
は
立
ち
入
ら
な
い
こ

と

に

し

て

、

次
に
同
氏
の
浄
土
真
宗
観
一 

に
つ
い
てn

メ
ン
ト
し

た

い

と

思
い
ま
す
。
阿
部
氏
は
か
つ
て
、
浄
土 

2

 

真
宗
の
信
者
と
し
て
弥
陀
と
自
己
と
の
不
可
逆
性
に
強
く
固
執
し
て
お
一 

ら
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
不
可
逆
性
こ
そ
、
氏
の
信 

仰
の
核
心
で
あ
り
、
宗
教
的
自
由
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で 

す
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
久
松
氏
と
の
相
互
参
究
に
よ
っ
て
遂
に
崩
れ 

去
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
阿
部
氏
は
、

「

念
仏
の
信
に
お
い
て
、…

…

 

自
分
は
魔
を
行
じ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か」

と
思
い
知
ら
さ
れ
、
 

「
本
願
へ
の
信
は
、
魔
の
自
覚
に
転
換
し
た
。
こ
の
魔
の
自
覚
に
お
い 

て
弥
陀
と
私
と
の
不
可
逆
性
は
崩
壊
し
、
す
べ
て
は
可
逆
化
す
る
中
心 

な
き
空
の
世
界
が——

そ
れ
は
な
お
虚
無
主
義
的
な
空
で
は
あ
っ
た 

が——

私
に
開
け
て
き
た」

と

述

懷

し

て

お

ら

れ

ま

す

。
(7
し

か

し

 

阿
部
氏
は
、
別
の
箇
所
で
は
、

「

信
は
願
を
通
し
て
無
相
に
足
が
屆
い



て
い
る」

货
こ
と
を
認
め
て
お
ら
れ
ま
す
。

「

無
相
に
足
が
届
い
て
い 

る」
の
な
ら
、
決
定
の
信
で
し
ょ
う
。
決
定
の
信
、
つ
ま
り
不
退
転
の 

信
が
、
な
ぜ「

魔
の
自
覚」

に
転
換
し
て
二
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
た
.の
か
。
 

私
に
は
未
だ
に
、
非
常
に
興
味
の
あ
る
疑
問
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
も 

そ
も
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
逢
着
す
る
よ
う
な
信
心
は
、
決
し
て
決
定
の
信
と 

は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
決
定
の
信
と
は
、
原
理
的
に
-
一
ヒ
リ
ズ 

ム
を
超
克
す
る
立
場
に
外
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
 

キ
リ
ス
ト
教
的
啓
示
体
験
も

ま

た

、

同
様
の
意
味
で
決
定
の
信
を
含
む 

の
て
す
。
言
い
か
え
る
と
、
決
定
の
覚
を
含
む
と
い
っ
て
も
よ
い
と
思 

う
の
で
あ
り
ま
す
。

ニ
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
共
通
性
と
異
質
性

こ
こ
で
は
、
阿
部
氏
の
挑
戦
状
の
中
味
を
改
め
て
よ
り
詳
細
に
整
理 

し
直
し
て
、
私
な
り
の
レ
ス
ポ
ン
ス
を
試
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
阿
部 

氏
は
、
超
越
者
と
自
己
と
の
関
係
に
a
、
三
つ
の
側
面
が
あ
る
こ
と
を 

指
摘
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
詳
細
に
分
析
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
要
点
を 

示
し
ま
す
と
、
第|

の
側
面
は
、
異
質
性(

不
一
不
即)

で
あ
り
ま
す
。
 

[

「

超
越
者
は
、
自
己
を
ど
こ
ま
で
も
超
え
た
も
の
で
あ
り
、
自
己 

の
死
を
通
し
て
の
み
出
会
わ
れ
る
も
の
で
あ
る」

。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
 

創
造
主
と
被
造
物
、
裁
き
主
•
贖
い
主
•
救
い
主
と
裁
か
れ
る
者
•
贖
わ 

れ
る
者
*
救
わ
れ
る
者
、
主
と
僕
の
間
に
、
仏
教
で
は
、
仏
と
衆
生
、
 

悟
れ
る
者
と
迷
え
る
者
と
の
間
に
は
、
明
ら
か
に
異
質
性(

不
一
不
即)

が
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
氏
は
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
で
な
く
仏

教
に
も「

自
己
か
ら
超
越
者
へ
連
続
す
る
道
は
な
い」

と
い
う
こ
と
、
 

し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
非
連
続
性
、
不
叮
逆
性
が
存
在
す
る 

こ
と
を
認
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
第
二
の
側
面
は
、f

体
性(

不
二
不
離)

で 

あ
り
ま
す
。
氏
に
よ
る
と
、「

も
し
超
越
者
と
自
己
の
関
係
が
、
単
に
本

 

質
的
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
不
一
で
あ
り
不
即
で
あ
る
な
ら 

ば
、

一
度
び
死
し
た
自
己
が
超
越
者
に
も
と
づ
い
て
新
し
い
自
己
と
し 

て
甦
る
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
た
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
パ
ゥ
ロ

 

の
"
最
早
我
生
け
る
に
あ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
我
が
内
に
あ
り
て
生
け
る 

な

り

"
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
パ

ゥ

ロ

と

 

キ
リ
ス
ト
は
、
相
離
れ
た
ニ
で
は
な
く
一
体
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
に
お 

い
て
も
、
機
法
一
体
の
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う」

。
こ
の
よ
う
に
し
て 

阿
部
氏
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
浄
土
門
に
も
、
超
越
者
と
自
己
と
の
一
体
20 

性
、
し
た
が
っ
て
可
逆
性
の
側
面
を
肯
定
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

一
 

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
点
を
見
逃
し
て
議
論
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

以
上
、
二
つ
の
側
面
、
つ
ま
り「

一
面
超
越
者
と
自
己
と
は
異
質
で 

あ
り…

…

不
一…

…

で
あ
る
と
同
時
に
、
他
面…

…

決
し
て
相 

離
れ
た
ニ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ど
こ
ま
で
も
一
体
で
あ
り…

…

不
二

で
あ
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
は
、

.
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
間

に
、
何
ら
相
違
は
な
い
。…

…

何
ら
か
の
相
違
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
 

キ
リ
ス
ト
教
や…

…

浄
土
教
の
よ
う
に
、
自
己
の
罪
悪
や
超
越
者
へ 

の
信
仰
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
の
側
面
が
第
二
の
側 

面
よ
り
も
、
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
浄
土
教
以
外
の
仏
教
、
 

…
…

お
よ
び
神
秘
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、…

…

第
二



の
側
面
が…

…

よ
り
深
く
自
党
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の 

場
合
に
も
、
第I

の
側
面
と
第
二
の
側
面
が
共
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と 

に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
間
に
何
ら
相
違
は
な
い」

の 

で
あ
り
ま
す
"

以
H

作)

と
こ
ろ
が
、
阿
部
氏
の
主
張
に
は
、
な
お
第
三
の
側
面
が
あ
り
、
こ 

の
一
面
に
こ
そ
阿
部
氏
の
最
後
の
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ 

て
、
第
一
•
第
二
の
側
面
で
述
べ
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
共 

通
性
の
指
摘
は
、
そ
れ
ぞ
れ
非
常
に
重
み
の
あ
る
考
察
で
あ
る
に
も
か 

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
両
宗
教
の
窮
極
の
根
柢
に
お
け
る
相
違
点
を
明 

白
に
す
る
た
め
の
予
備
的
な
作
業
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
第
三
の
側
面
、
つ
ま
り
窮
極
の
根
抵
に
お
い
て
は
、
両
宗
教
の 

間
に
重
大
な
質
的
相
違
が
あ
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
浄
土
教
以
外
の 

大
乗
仏
教
で
は
、
超
越
者
と
自
己
と
の
関
係
は「
可
逆
的」

と
自
覚
さ 

れ
て
い
る
の
に
対
し
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
ど
こ
ま
で
も「
不
可
逆
的」 

な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
と
お
っ
し 

や
い
ま
す(

傍
点
筆
者)

0
如
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は「
ィ
エ
ス 

は
わ
れ
わ
れ
の
自
己
と
、
如
何
に
信
仰
の
名
に
お
い
て
不
一
不
二
の
関 

係
に
あ
る
と
い
っ
て
も
、
神
の
子
キ
リ
ス
ト
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
自 

己
と
ィ
エ
ス
•
キ
リ
ス
ト
の
間
に
は
逆
転
す
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
不 

可
逆
的
な
関
係
が
あ
る
。…

…

こ
の
不
可
逆
に
こ
そ
恩
寵
に
生
か
さ 

れ
る
信
仰
の
立
場
が
あ
る
。…

…

こ
れ
に
対
し
て
緣
起
の
法
に
立
脚 

す
る
仏
教
は
、
も
と
も
と
唯
一
絶
対
の
神
を
認
め
な
い
。…

…

絶
対 

と
相
即
、
永
遠
と
時
間
、
仏
と
衆
生
も
ま
た
相
互
依
存
的
縁
起
的
で
あ

っ
て
、
そ
れ
自
体
で
自
存
す
る
よ
う
な
絶
対
永
遠
、
仏
は
む
し
ろ
妄
想 

と

し

て

否
定
さ
れ
る
。
そ
こ
に
自
覚
さ
れ
る
も
の
は……

絶
対
で
も

 

相
対
で
も
な
い
も
の
、
永
遠
で
も
な
く
時
間
で
も
な
い
も
の
、
仏
で
も 

な
く
衆
生
で
も
な
い
も
の
、
空
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
窮
砾
の
リ
ア
リ 

テ
ィ
ー
で
あ
る」

と
い
わ
れ
ま
す
。
な

以
上
が
、
阿
部
氏
の
絶
対
可
逆
論
の
要
点
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
氏 

は
そ
こ
か
ら
滝
沢
氏
の
い
う
ィ
ン
マ
ヌ
エ
ル
の
原
事
実
に
み
ら
れ
る 

r

不
町
分•

不
可
同•

不
可
逆」

と
い
う
神
人
の
根
源
的
関
係
説
を「

無 

明
の
一
所
産」

と
し
て
斥
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。时
阿
部
氏
の
執 

拗
な
ま
で
に
緻
密
な
論
述
を
迎
っ
て
ゆ
く
と
、
少
な
く
と
も
氏
に
と
っ 

て
は
他
様
に
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
必
然
性
を
も
っ
た
も
の
と
の
印 

象
を
禁
じ
難
い
の
で
あ
り
ま
す
。
私
も
阿
部
氏
の
よ
う
に
禅
の
立
場
に
 ̂

徹
し
て
お
り
、
阿
部
氏
が
抱
い
て
い
る
よ
う
な
規
範
性
の
強
い
キ
リ
ス
一 

ト
教
的
神
概
念
と
対
決
し
つ
つ
自
己
の
立
場
を
ロ
ゴ
ス
化
し
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
私
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
絶
対
可
逆
論
へ
と
導
か 

れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

三
、
仏
教
は
キ
リ
ス
ト
教
を
包
む
/

し
か
し
な
が
ら
阿
部
氏
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
窮
極
の
根
柢
に 

お
け
る
相
違
を
、

一
方
は
可
逆
、
他
方
は
不
可
逆
と
規
定
さ
れ
る
に
と 

ど
ま
ら
ず
、
禅
的
絶
対
可
逆
論
の
立
場
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
挑
戦
状 

を
提
出
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
氏
は
さ
き
ほ
ど
述
べ
ま
し 

た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
、
不
可
逆
的
な
歴
史
的
時
間
が
キ
リ



ス
ト
の
瞭
い
の
業
に
よ
っ
て
可
逆
化
さ
れ
る
こ
と
、
神
と
人
間
の
不
可 

逆
性
が
御
子
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
可
逆
化
さ
れ
る
こ
と
、
義 

と
不
義
と
の
不
可
逆
性
が
神
の
愛
と
赦
し
に
よ
っ
て
可
逆
化
さ
れ
る
こ 

と
、
以
上
三
種
の
可
逆
性
を
認
め
な
が
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
可
逆
性
を 

含
む「

高
次
の
不
可
逆
性」

こ
そ
、
窮
極
の
根
抵
に
お
け
る
キ

リ

ス

ト

 

教
のr

不
可
逆
性」

を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
、
ぬ
そ
の
上
で
、

「

お

 

よ
そ
不
可
逆
性(

キ
リ
ス
ト
教)
は
可
逆
性
を
包
み
え
な
い
が
、
仏
教
は 

キ
リ
ス
ト
教
を
包
み
う
る
、
そ
れ
ゆ
え
、
超
越
者
と
自
己
の
関
係
は
、
 

窮
極
的
に
は
可
逆
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い」

と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ 

り
ま
す
。
か

W
部
氏
が
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
空
的
神
概
念 

(k
e

n
o

tic

 

c
o

n
c
e

p
t  

o
f  

G
o

d
)

に
着
目
し
、
新
し
い
禅
的
神
学
の 

可
能
性
を
追
究
し
て
お
ら
れ
る
の
も
、
む
し
ろ
必
然
の
展
開
と
い
え
る 

の
で
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
氏
は
、
同
じ
立
場
か
ら
、
滝
沢
氏
の
い
う 

ィ
ン
マ
ヌH

ル
の
原
事
実
に
お
け
る「

不
可
分
•
不
可
同•
不
可
逆」 

と
い
う
神
人
の
根
源
的
関
係
説
を「

無
明
の
一
所
産」

と
し
て
斥
け
ら 

れ
る
の
で
あ
り
ま
す

私
は
阿
部
氏
の
こ
の
よ
う
な
姿
勢
に
、
禅
的
絶
対
可
逆
論
か
ら
の
キ 

リ
ス
ト
教
的
絶
対
不
可
逆
論
へ
の
、
®
め
て
重
要
な
供
理
的
挑
戦
の
ご 

と
き
も
の
を
感
じ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
が
、
旧
来
の
西
欧
中
心
主
義
か
ら 

脱
皮
し
て
新
し
い
神
学
を
形
成
し
て
ゆ
く
た
め
に
も
、
こ
れ
は
避
け
ら 

れ
な
い
テ
ー
マ
で
あ
り
、
阿
部
氏
の
挑
戦
は
、
現
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト 

教
学
徒
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
御
自
身
か
ら
の
問
い
か
け
を
、
あ
る
意
味 

で
強
烈
に
代
弁
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か

し
他
方
で
は
、
阿
部
説
そ
の
も
の
に
対
し
て
、
私
に
は
年
来
の
疑
問
が 

な
お
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
一
は
、
阿
部
氏
の
浄
土
教
珲
解
、
お
よ
び
こ
れ
と
同
一
の
問
題
意 

識
の
線
上
で
批
判
の
対

象

と

さ

れ

て

い

る

キ

リ

ス

ト

教

、

と

く

に

カ

ト

 

リ

ッ

ク

•
キ

リ

ス

ト

教

(

中
で
も
、

三

|

神

の

内

的

関

係

構

造

、
存
在
の
傾

 

比
、
ベ
ル
ソ
ナ
、

神
秘
主
義

等)

の

理
解
の
仕
方
に
つ

い

て

の

疑
問
。

第
二
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
に
共
通
に
み
ら
れ
る
と
い
う
氏
の
第|

(

異
質
性
}aj

第
二 (  

I

体
性)

の
側
面——

こ
こ
で
の
異
同
は
、
量
的
相 

対
的
次
元
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る——

と
、
第
三
の
側
面(

窮

極

の 

根
抵
に
お
け
る

異
質
性——

こ
れ
が
、

質
的
絶
対
的
相
違
と
さ

れ

る)
——

と 

は
、
は
た
し
て
截
然
と
分
離
で
き
る
も
の
で
あ

り

ま

し

ょ
う
か
。
質

と
一 

量
は
、
現
実
に
は
含
み
合
う
概
念
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
す
る
22 

と
、
氏
の
い
わ
ゆ
る
質
的
相
違
と
量
的
相
違
は
、
こ
こ
で
も「

相
互
依
一 

存
的
縁
起
的」

関
係
と
し
て
再
把
握
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な 

か
ろ
う
か
、
と
。
つ
ま
り
、
第
二
は
論
理
的
次
元
で
の
疑
問
で
あ
り
ま 

す
。

四
'
 

否
定
神
学
的
無
と
仏
教
的
無

阿
部
氏
が
、
窮
極
の
根
抵
に
お
い
て
は
、
仏
教
が
キ
リ
ス
ト
教
を
包 

み
う
る
と
主
張
さ
れ
た
と
き
、
は
た
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
的
神
秘
主
義
、
 

あ
る
い
は
そ
の
否
定
神
学
的

無
の
世
界
は
、
氏
の
視
野
に
入
っ
て
い
た 

の
で
し
ょ
う
か
。
深

く

プ

ロ

テ

ス

タ

ン

ト

的

な

、

よ
り
端
的
に
は
、
き 

わ
め
て
キ
ル
ヶ
ゴ
I
ル
的
な
、
い
わ
ゆ
る
京
都
学
派
の
キ
リ
ス
ト
教
観



は
、
同
様
に
、
久
松
氏
や
阿
部
氏
の
そ
れ
で
も
あ
っ
て
、
多
分
に
カ
ト 

リ
ッ
ク
的
な
神
秘
主
義
、
観

想(c
o

n
te

m
p

la
tio

)  

•
否
定
神
学•  

存
在
の
類
比
等
の
根
本
概
念
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
本
来
非
キ
リ
ス
ト
教 

的
な
も

の

と

し
て
斥
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ 

は
、
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
を
、
神
的
規
範
性
に
基
く
高
次
の
不
可
逆
性 

の
み
に
あ
る
と
す
る
氏
の
考
え
方
の
中
に
も
硯
き
う
る
よ
う
に
思
わ
れ 

る
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
も
し
阿
部
氏
が
、
い
ま
申
し
ま
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
的
根
本 

概
念
を
十
分
に
踏
ま
え
た
上
で
な
お
ヵ
つ
仏
教
が
キ
リ
ス
ト
教
を
包 

み
う
る
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
否
定
神
学
的
無
も
ま
た
、
禅
的 

無
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
べ
き
段
階
の
無
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に 

な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
私
は
、

ニ
コ

ラ

ゥ

ス

•
ク

ザ

ー

ヌ
ス(

一

四
〇
一—

六
四)

の「

有
即
無」

に
関
連
す
る
禅
問
答
に
も
似
た
い
く
つ
か
の
命 

題
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
て
み
た
い
。
彼
は
ド
ィ
ツ
の
神
秘
主
義
哲
学 

者
、
教
会
政
治
家
、
ス
コ
ラ
哲
学
の
桎
梏
を
打
ち
破
っ
て
近
代
哲
学
へ 

の
道
を
開
い
た
人
で
あ
り
ま
す
が
、
ま
る
で
西
田
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同 

一
の
場
所
的
神
概
念
を
先
取
り
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
神
を
反
対
の 

一
致(

c
o

in
c
id

e
n

t  ia

 

o
p

p
o

s
it

olru
m

 )

と
し
て
把
え
て
い
る
。
 

彼
に
と
っ
て
神
は
、
例
え
ば
極
大
で
あ
る
と
,
時
に
極
小
な
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
は
神
が
、
時
に
極
大
と
な
り
、
時
に
極
小
と
な
る
と
い
う
の
で
は 

な
く
、
極
大
即
極
小
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
反
対
の
一
致
と
し
て
の
神
の
把
握
は
、
無
知
の
知
に
お
い

て
達
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
無
の
場
所
に
お
い
て
の 

み
神
に
触
れ
る
の
で
あ
る
。
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
そ
の
著『

隠
れ
た
る
神』

の
中
で
次
の
よ
う
な
こ

と

を

言
っ
て
い
ま
す
。

「

神
は
名
づ
け
ら
れ
る 

も
の
で
も
な
く
、
名
づ
け
ら
れ
な
い
も
の
で
も
な
い
。
ま
た
名
づ
け
ら 

れ
る
と

と

も

に

名
づ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
も

な

い(Q
u

o
d

 

n
e

q
u

e

 

n
o

m
in

KIt
l
l
r

3
a>
q
l
!

a>
3

0

3
 

n
o

m
in

w
t
llr

 ,

3
e
c
l
l
l

a>s
o

m
in

w
t
llr

 

e
t  

n
o

n

 

n
o

m
i
n

a
t

u
r

:
.
)

。

「

神
は
無(

n
i
h

i
l
)

で
も
な
く
、
有 

(
a

l
i
q

u
i
d

)

で
も
な
い」

。

「

存
在
す
る
と
と
も
に
存
在
し
な
い 

(
e

s
t

 

e
t

 

n
o

n

 

e
s

t
)

と
い
う
の
で
も
な
い」

。
&

ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
こ
の
よ
う
な
常
な
ら
ぬ
表
現
に
よ
っ
て
、
対
象
的
に 

の
み
考
え
ら
れ
た
革
有
と
し
て
の
神
と
、
ま
た
そ
れ
の
否
定
に
す
ぎ
な 

い
革
無
と
し
て
の
神
と
を
共
に
否
定
し
て
、
事
実
上
、
非
有
非
無
の
空 

W-
な
神
を
問
題
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
神
は
、
 

い
か
に
も
空
的
な
神
、
絶
対
無
的
な
神
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い

よ

う

に 

思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
お
次
の
よ
う
な
疑
問 

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
第
一
、
体
験
の
内
容
に
お 

い
て
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
否
定
神
学
的
無
と
本
来
の
仏
教
的
無(

空)

と
は
、
 

質
的
に
異
な
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
第
二
、
論
理
の
面
に
お
い
て
、
ク 

ザ
ー
ヌ
ス
の
神
は
、
絶
対
無
の
神
に
極
め
て
親
近
的
で
あ
る
に
も
か
か 

わ
ら
ず
、
彼
は
や
は
り
存
在
を
非
存
在
の
原
理
と
考
え
、
そ
の
逆
は
全 

く
考
え
て
い
ま
せ
ん
a7
)

の
で
、
有
と
無
と
の
可
逆
的
因
果
相
即
性
が
認 

め
ら
れ
て
い
る

と

は

言
え
な
い
よ
う
に
み
え
ま
す
。
と

す

る

と

禅
仏
教 

の
立
場
か
ら
し
ま
す
と

、

ク
ザー

ヌ
ス
の
立
場
は
や
は
り
最
後
の
一
点
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に
お
い
て
な
お
対
象
論
理
的
な
思
考
を
脱
却
し
き
れ
ず
に
、
論
理
的
不 

徹
底
を
残
し
て
い
る
と
評
す
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
キ 

リ
ス
ト
教
の
世
界
に
は
、
阿
部
氏
が
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
可
逆 

性
の
論
理
に
受
肉
し
切
る
こ
と
を
原
理
的
に
柜
絶
す
る
何
も
の
か
が
最 

後
に
一
物
残
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
点
に
つ
い
て
、
例
え
ば
ヵ
ト
リ
ッ
ク
の
観
想
家 

.

ト

マ

ス

•

マ
ー
ト
ン(

一
九
一
五
丨
六
八)

は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い 

ま
す
。

「

否
定
神
学
的
無
と
仏
教
的
無
と
は
、
究
極
的
に
は
同
一
の
世 

界
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
神
秘
主
義
の
最
高
の
形
態
の
中
で
は
、
経 

験
的
自
我
は
全
く
消
滅
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
仏
教
的
空
と
十
字
架 

の
聖
ョ
ハ
ネ
の
神
秘
的
な
夜
と
の
相
違
は
、
単
に
神
学
上
の
も
の
に
す 

ぎ
な
い」

とo
g

さ
ら
に
マ
ゥ
ル
ス.

ハ
ィ
ン
リ
ッ
ヒ
は
、

「

人
間
の 

神
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
つ
ね
に
類
比
の
領
域
に
あ
り
、
そ
の
類
比
概 

念
は
神
を
鲁
し
於
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
意
味
で
神
は
つ 

ね
に
秘
義
で
あ
り
、
否
定
神
学
的
意
味
で
有
の
世
界
を
超
え
た
絶
対
無 

で
あ
る
と
も
い
え
る」

と
述
べ
て
い
ま
す
。
&

し
か
し
な
が
ら
京
都
学
派
の
禅
仏
教
学
者
に
も
ヵ
ト
リ
ッ
ク
的 

神
秘
主
義
や
否
定
神
学
に
対
し
て
は
、

一
種
固
定
的
な
批
判
的
見
解
が 

強
く
見
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
や
は
り
京
都
学
派
に
属
す
る
山
本
清
幸 

氏
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「

否
定
神
学
的
無 

と
仏
教
的
無
と
は
、
全
く
そ
の
根
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
否
定
神 

学
に
お
い
て
一
切
の
存
在
者
か
ら
超
脱
し
て
い
る
か
に
考
え
ら
れ
る
究 

極
的
な
無
は
、
実
際
に
は
そ
の
根
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
い
わ
ゆ
る
神
話
.

段
階(m

y

 t
h

o
lo

g
ic

a
ls

 
t
a
ff
q
e )

に
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ 

れ
は
な
お
有
神
論
的
対
象
論
理
的
指
向
性
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で 

あ
る
。
し
か
し
一
切
を
空
ず
る
禅
的
見
性
は
、
そ
の
よ
う
な
指
向
性
を 

断
ち
切
っ
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は 

経
験
的
存
在
者
一
般
か
ら
そ
の
原
理
的
な
原
因
の
方
に
向
き
を
変
え
る 

回
心
と
は
逆
に
、
か
か
る
回
心
を
も
さ
ら
に
回
心
す
る
と
い
う
立
場
が 

あ
る」

。
如
は
た
し
て
然
り
と
す
れ
ば
、
山
本
氏
の
眼
に
は
パ

ウ
ロ
や

 

ア

ウ

グ

ス

チ

ヌ

ス

の
回
心
も
、
今

一
度

回
心
さ
れ
る
べ
き
回
心
に
す
ぎ 

な
い
と
映
じ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
私
に
は
回
心
の
事
実
の 

絶
対
無
的
世
界
の
共
通
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ 

れ
ま
す
。
。ハ

ウ

ロ

や
ア

ウ

グ

ス

チ

ヌ

ス

に

み
ら
れ
る
典
型
的
な
キ
リ
ス

 

ト
教
的
回
心
の
体
験
は
、
決
し
て
単
に「

原
因
の
方
に
向
き
を
変
え
る」 

だ

け

の

も
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
対
象
論
理
的
指
向
性
が
一
度
び
全 

く
断
ち
切
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え 

る
わ
け
で
す
。
た
だ
そ
れ
が
、
バ

ウ

！！

や
ア

ウ

ダ

ス

チ

ヌ

ス

の

場
合
、

1

面
で
は
依
然
と
し
て
対
象
論
理
的
な
表
現
方
法
を
取
ら
ざ
る
を
え
な 

か
っ
た
事
情
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
 

キ
リ
ス
ト
教
に
固
有
の
論
理
を
持
た
な
か
っ

た

と

い

う

こ
と
で
あ

り

ま

 

す
が
、
し
か
し
こ

の

こ

と

は

同
時
に
、
彼
ら
の
超
越
な
い
し
脱
落
の
体 

験
は
、
別
の
論
理
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う 

こ

と

を

も
意
味
し
て
い
ま
す
。
論
理
と
事
実
は
、
ま

さ

し

く

理
事
不
二 

で
す
が
、
不
二
は
つ
ね
に
不
一
と
相
即
す
る
事
態
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
 

分
節
的
に
考
え
れ
ば
、
両
者
の
関
係
は
ど
う
し
て
も
不
一
の
面
を
完
全

- 2 4 -



に
は
免
れ
え
な
い
と
い
う
点
を
、
こ

こ

で
は
と
く
に
銘
記
す
ベ
き
で
は 

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

私
は
こ
こ
で
、
さ
ら
に
一
一
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
秘
家
の
短
い
言
葉
を 

紹
介
し
て
簡
单
な
コ
メ
ン
ト
を
加
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
人
は
、
十 

一
一
前
紀
前
半
に
フ
ラ
ン
ス
の
あ
る
ア
ゥ
ダ
ス
チ
ノ
会
の
院
長
を
つ
と
め 

た
と
い
う
サ
ン
.
ヴ
ィ
ク
ト
ル
の
フ
ー
ゴ
ー(

一
◦
九
六—

 

ニ
四
一)

の
次
の
言
葉
で
す
。

「

神
に
昇
る
と
は
、
自
己
の
内
に
入
る
こ
と
で
あ 

る
。
自
己
の
内
に
入
る
の
み
な
ら
ず
、
曰
く
言
い
難
い
仕
方
で
自
己
の 

奥
底
に
突
入
す
る
こ
と
で
あ
る(A

s
c

e
n

d
e

r
e

 

e
rg

o

 

a
d

 

D
e
u
m

 

h
o
c

 

e
s

t

3 'tr
a

r
e

 

a
d

 

s
e

m
e

ti

XJs
u
m

,  
e

t

D
O
Ds

o
lu

m
,  

a
d

 

s
e

 

im
r
a

r
e

,s
e

d

 

in
e

ff
a

b
ili  

q
§
d

a
m

m
o

d
o

 

in

 

im
im

is

 

s
t
s'
m 

s
e

i

-os
u
m

 

tr
a

n
s

ir
e

)」

O
G 

フ
ー

ゴ
ー

に
と
っ
て
は
、
上 

昇
的
超
越
は
即
下
降
的
超
越(

脱
落T

超
越
的
内
在
は
即
内
在
的
超
越 

だ
と
い
え
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
具
体
的
な
霊
性
的
世
界
に
は
、
 

実
は
空
間
的
に
表
象
さ
れ
る
よ
う
な
上
も
下
も
全
く
存
在
し
な
い
の
で 

あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て「

上
の
上
へ」

が

「

下
の
下
へ」

に
通
じ
、
 

「

下
よ
り
も
下」

が

「

上
よ
り
も
上」

と
一
致
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ 

に
初
め
て
真
に
自
由
な
宗
教
的
実
存
が
成
立
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ 

う
か
。

さ
て
、
次
に
紹
介
し
た
い
の
は
、
十
四
世
紀
カ
ル
ト
ジ
オ
会
に
属
し 

て
い
た
英
国
人
司
祭
と
思
わ
れ
る
、
匿
名
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
秘
家
の
書 

『

不
知
の
雲(T

h
e

 

C
lo

u
d

 

o
f  

u
n

k
n

o
w

in
g

)』

中
の
、

「

た
だ 

神
へ
の
愛
に
せ
か
さ
れ
つ
つ
、
ひ
た
す
ら
に
こ
の
無
を
行
ず
ベ
し(g

o

0

3

d
oscr
q

ー
了
« '
B
o
t
h
i
n
cr
q
, 

a
n
d

 

d
o

 

it

 

fo
r

 

th
e

 

lo
v

e

 

o
f  

G
o

d
)」

と
い
う
一
文
で
す
。
均
こ
の
著
者
に
よ
り
ま
す
と
、
わ
れ
わ 

れ
が
神
自
身
に
出
会
う
た
め
に
は
、
神
に
つ
い
て
の
極
め
て
精
密
な
哲 

学
的
神
学
的
諸
観
念
、
あ
る
い
は
福
音
書
の
あ
る
状
景
に
つ
い
て
の
極 

め
て
聖
な
る
黙
想
か
ら
も
徹
底
的
に
離
脱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で 

す
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
知
識
や
想
念
に
は
必
然
的
に
意
識
的
自
我
の 

悪
臭
が
泌
み
こ
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
彼
に
と
っ
て
は
、
te.

こ 

そ
が
霊
的
光
明
で
あ
り
、
楽
園
で
も
あ
り
、
天
,

で
も
あ
り
、
時
に「

神」 

で
す
ら
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
の
で
す
0
63

第

四

章

「

可
逆
即
不
可
逆

」

の
提
唱

I

、
三I

神
の
内
的
構
造

私
は
こ
こ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
的
神
の
本
質
の
内
的
構
造
に
み
ら
れ
る 

場
所
的
性
格
に
つ
い
て
言
及
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
 

阿
部
氏
自
身
、
三
一
神
の
内
的
関
係
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
試
み
て
、
 

次
の
よ
う
な
主
張
を
疑
問
の
形
で
提
出
し
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
す
。r

キ 

リ
ス
ト
教
の
神
の
本
質
と
し
て
の
父
な
る
神
が
御
子
を
生
む
と
い
う 

こ
と
に
み
ら
れ
る
永
遠
の
次
元
に
お
け
る
不
可
逆
性
は
、…

…

原
理
的 

に
は
、
仏
教
の
縁
起
•
空
の
立
場
に
含
ま
れ
て
い
る
時
間
の
可
逆
性
を 

つ
つ
み
え
な
い
の
で
は
な
い
か」

と
。
U

私
は
ま
ず
、
永
遠
の
次
元
に
、
不
可
逆
性
と
可
逆
性
の
対
立
の
問
題 

が
あ
り
う
る
の
か
、
ま
た
永
遠
の
次
元
に
お
け
る
不
可
逆
性
と
時
間
的



次
元
に
お
け
る
可
逆
性
を
単
純
に
比
較
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
、
 

索
朴
な
疑
問
を
禁
じ
難
い
。
ま
た
雑
阿
含
経
で
は
、

「

縁
起
は
世
尊
の 

作
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
亦
余
人
の
作
る
も
の
に
も
あ
ら
ず
、
し
か
ら
ば 

彼
の
如
来
の
世
に
出
づ
る
も
出
で
ざ
る
も
、
法
界
常
住
な
り
。
彼
の
如 

来
は
自
ら
こ
の
法
を
覚
ら
れ
て
正
覚
を
成
じ
、
諸
々
の
衆
生
の
た
め
に 

分
別
し
演
説
し
開
発
し
顕
示
し
た
ま

へ

り

」

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

こ
こ
に
も
、
釈
尊
に
お
い
て
す
ら
超
越
者
と
自
己
の
関
係
に
お
け
る
不 

可
逆
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
同
時
に
生 

じ
て
き
ま
す
。

神
の
内
的
本
質
に
関
し
て
は
、
た
し
か
に
三
位
一
体
論
な
る
も
の
が
、
 

発
想
と
し
て
ネ

オ

•
ブ

ラ

ト

ニ

ズ
ム
的
流
出
説
の
影
を
引
い
て
い
る
限 

り
で
は
、
た
と
え
下
降
的
関
係
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
東 

方
教
会
で
は
、
父
I
子
i
聖
霊
と
い
う
ふ
う
に
、
ま
た
西
方
教
会
で
は
、
 

父
と
子
丄
聖
鋈
と
い
う
ふ
う
に
、
や
は
り
直
線
的
不
可
逆
的
発
出
の
関 

係
を
な
し
て
い

る

よ

う

に
み
え
ま
す
。
し
か
し
三
位I

体
が
、
文
字
通 

り
一
体
で
あ
り
共
永
遠(c

o
-

a
e

te
r
n

u
m

)

で
あ
る
限
り
で
は
、
必
ず 

し
も
一
方
的
な
不
可
逆
の
関
係
と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必 

然
性
は
何
も
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
仮
に
、
可
逆
.
 

不
可
逆
と
い
う
用
語
を
こ
こ
に
適
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
 

私
の
み
る
と
こ
ろ
、
阿
部
氏
に
も
父
と
子
の
不
可
逆
的
秩
序
を
可
逆
的 

関
係
に
相
即
さ
せ
る
聖
霊
の
®
き
に
対
す
る
関
心
が稀

：！
：

で
あ
る
と
評 

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
父
は
子
に
、
子
は
父
に
、
聖
霊
に
よ 

つ
て

相
対
す
る

こ

と

に

よ

っ

て

初
め
て
具
体
的
に
、
父
は
父
と
成
り
、

子
は
子
と
成
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
神
の
本
質
の
内
部
で
は
、
 

一
面
で
は
父
は
子
の
成
立
の
根
拠
で
あ
り
、
そ
の
限
り
そ
の
関
係
は
た 

し
か
に
不
可
逆
的
で
あ
る
で
し
ょ
う
。
子
は「

父
の
為
し
給
う
と

こ

ろ

 

を
観
て
行
う
ほ
か
、
自
ら
は
何
も
為
し
能
わ
ず」

は
と
語
ら
れ
て
い
ま 

す
。
し
か
し
な
が
らi

：

時
に
、

「

子
は
父
と
一」

o

で
あ
り
、
さ
ら
に 

父
は
子
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
父
で
あ
り
う
る
限
り
、
子
が
父
の
成 

立
根
拠
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
子
な
く
し
て
父
は
な
い
の
で
す
。
 

そ
う
し
ま
す
と
、
こ
こ
に
逆
方
向
の
不
可
逆
性
が
あ
り
、
こ
れ
が
先
の 

不
可
逆
性
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
二
種
の
不
可
逆
性 

が
そ
の
ま
ま
可
逆
性
と
相
即
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

父
と
子
の
不
可
逆
性
と
可
逆
性
は
、

時
：̂
相
互
因
果
の
関
係
を
な
し
一 

ま
す
。
t
a
い
か
え

る

と

、

「

父
あ
っ
て
子
あ

り

(

父
I
チ)」

、

「

子

あ
26 

っ
て
父
あ
り(

子
i
父)」

と
い
う
ニ
つ
の
逆
方
向
の
不
可
逆
性
が
逆
対
一 

応
的
可
逆
性
の
関
係
に
お
い
て
現
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま 

す
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
神
的
実
在
に
お
け
る
絶
対
の
相
対
性
、
相 

対
の
絶
対
性
と
い
う
も
の
を
看
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
が
、
三 

一
神
の
本
質
的
原
関
係
を
な
す
こ
の「

可
逆
即
不
耵
逆」

、

「

絶
対
即 

相
対」

の
基
本
的
論
理
は
、
超
越
者
と
自
己
と
の
関
係
の
睽
型
を
な
す 

も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
三f

神
の 

内
的
関
係
は
、
私
に
超
越
的
な
神
の
い
わ
ば
密
室
の
構
造
を
示
す
も
の 

で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
るW

実
世
界
の
原
関
係.

原
構
造
の
論
理
を
表
現 

す
る
も

の

と

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。



ニ
、
友
の
論
理(

ヨ
ハ
ネ)

わ
れ
わ
れ
の
世
界
に
お
け
る
不
可
逆
と
可
逆
の
相
即
も
、
神
的
本
質 

の
内
部
に
お
け
る
完
全
な
る
相
即
、
つ
ま
り
原
関
係.

原
事
実
に
基
い 

て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
相
対
界
の
相
即
は
、
絶
対
と 

相
対
と
の
相
即
以
上
に
、
絶
対
者
内
部
の
原
型
に
お
け
る
相
即
に
比
べ
、
 

甚
だ
不
完
全
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ 

ら
ず
、
そ
れ
奵
原
関
係
の
不
完
全
で
は
あ
っ
て
も
真
実
の
表
現
で
あ
る 

限
り
に
お
い
て
実
在
的
で
あ
り
え
ま
す
。
こ
れ
は
滝
沢
氏
の
い
う
第
一 

義
の
接
触
と
第
一
一
義
の
接
触
と
の「
不
可
分
.
不
可
同
•
不
可
逆」

に 

お
け
る
そ
の
現
成
面
で
の
多
様
性
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
で 

あ
り
ま
し
ょ
う
。
た
だ
私
が
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
真
実 

性
と
不
完
全
性
は
全
く
相
互
排
他
的
で
は
な
く
、
具
体
的
に
は
含
み
含 

ま
れ
る
両
立
可
能
な
関
係
を
な
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
い
う
の
も
私 

が
こ
こ
で
と
く
に
主
張
し
た
い
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
決
し
て
窮
極
的 

な
覚
の
座
に
万
人
が
現
実
的
に
、
た
え
ず
定
着
し
続
け
る
こ
と
を
要
求 

す
る
宗
教
で
は
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
か
ら
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
 

ど
こ
ま
で
も
病
め
る
者
、
弱
き
者
、
裏
切
り
者
を
さ
え
友
と
し
て
差
別 

な
し
に
包
ん
で
ゆ
く
可
逆
即
不
可
逆
と
し
て
の
愛
の
宗
教
だ
と
思
わ
れ 

る
か
ら
で
す
。

可
逆
即
不
可
逆
と
い
う
世
界
の
論
理
的
構
造
は
、
ィH

ス
の
弟
子
に 

対
す
る
次
の
言
葉
、

「

も
は
や
私
は
あ
な
た
が
た
を
僕
と
は
呼
ば
な
い
。
 

…
…

わ
た
し
は
あ
な
た
が
た
を
友
と
呼
ぶ」

M

に
、
実
に
簡
潔
に
表
現 

さ
れ
て
る
と
思
し
ま
す
。
滝
沢
氏
の「

不
可
分
.
不
可
同
•
不
可
逆」

論
の
聖
書
的
動
機
に
は
、

r

ァ
ッ
バ
、
父
よ」

と
い
う
ィh

ス
の
声 

が
底
流
し
続
け
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
に
対
し
、
 

私

の
r
SI
逆
即
不
可
逆」

論
の
基
調
を
な
す
キ
ー
.
ヮ
ー
ド
は
、
わ
れ 

わ
れ
に
対
す
るr

友
よ」

と
い
う
ィ
エ
ス
の
^-
び
か
け
な
の
で
す
。
ィ 

エ
ス

は

次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

「

わ
た
し
が
あ
な
た
が
た
を
愛 

し
た
よ
う
に
、
互
い
に
愛
し
合
い
な
さ
い
。
こ
れ
が
わ
た
し
の
淀
で
あ 

る
。
友
の
た
め
に
命
を
捨
て
る
こ
と
、
こ
れ
以
上
に
大
き
な
愛
は
な
い
。
 

わ
た
し
が
命
じ
る
こ
と
を
行
う
な
ら
ば
、
あ
な
た
が
た
は
わ
た
し
の
友 

で
あ
る
。
も
は
や
、
わ
た
し
は
あ
な
た
が
た
を
僕
と
は
呼
ば
な
い
。
僕 

は
主
人
が
何
を
し
て
い
る
か
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
は
あ
な 

た
が
た
を
友
と
呼
ぶ
。
父
か
ら
聞
い
た
こ
と
を
す
べ
て
、
あ
な
た
が
た 

に
知
ら
せ
た
か
ら
で
あ
る」

。
は

こ
こ
で
は
、
目
の
先
に
対
象
的
な
教
義
な
ど
ぶ
ら
下
げ
て
こ
れ
に
執 

わ
れ
て
い
る
奴
隸
で
は
な
く
、
随
処
に
主
と
な
る
一
無
位
の
真
人
こ
そ 

が
友
と
呼
ば
れ
て
い
る

の

だ

と

解
す
る
こ

と

も
で
き

る

と
思
い
ま
す
。
 

「

友」

は
た
と
え
、
発
生
的
•
現
象
的
に
は
不
可
逆
的
側
面
に
お
い
て 

成
立
す
る
よ
う
に
み
え

る

と
し
て
も
、
実
在
的
に
は
意
識
以
前
の
根
源 

的
事
実
と
し
て
‘
可
逆
即
+
逆
、
従
齡
即
自
由
の
次
元
で
す
で
に
成
立 

し
て
い
た
の

だ

と

言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
親
子
の
深
い
関
係 

は
、
子
が
た
と
え
ま

だ

幼
児
で
あ
っ
て
も
、
友
と
し
て
の
可
逆
性
に
あ 

る
と
い
う
の
が
、
子
を
育
て
た
こ
と
の
あ
る
親
に
と
っ
て
の
真
の
実
感 

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
、
親
i

子
と
子
i

親
と
い
う 

二
つ
の
不
可
逆
性
と
相
即
す
る
可
逆
性
で
あ
り
ま
す
。
と
も
か
く
、
ひ



と

た

び

自
覚
的
に
友
と
し
て
、
僕
と
し
て
の
古
き
自
己
を
捨
て
し
め
ら 

れ
た
自
己
は
、
不
可
逆
即
可
逆
を
直
ち
に
可
逆
即
不
可
逆
へ
と
折
り
返 

す

こ
と
が
可
能
と
な
っ
た

宗
教
的
実
存
な
の

で

あ

り

、

そ
こ
で
は
従
順 

即
自
由
か
ら
愛
即
自
由
へ
の
転
換
が
み
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
愛
即
自
由
の
世
界
で
は
、
幻
想
の
一
所
産
と
も
い
え
る 

黾
な
る
不
可
逆
的
側
面
は
滅
せ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
 

し
か
し
可
逆
性
と
相
即
的
な
不
可
逆
性
が
消
滅
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ま 

せ
ん
。
友
情
の
行
為
と
い
う
の
は
、
互
い
に
相
手
を
主
と
し
目
的
と
し 

て
、
自
ら
僕(

s
e

r
v

u
s

 )

に
成
り
合
う
こ
と
、
仕
え
合
う
こ
と(s

e
r

 

—
v

ite

 

a
d

 

in
v

ic
e

m
/)

で
あ
り
ま
す
。
ヵ
ン
ト
が
定
言
命
法
で
述
べ 

た
よ
う
に
、
友
と
し
て
の
人
格
を
お
互
い
に
手
段
と
し
て
の
み
扱
う
こ 

と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
友
の
人
格
は
、
愛
即
自
由
の
場
に
お
い
て
も
、
 

つ
ね
にo

k

時
に
、
目
的
と
し
て
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
友
は 

友
に
対
し
て
、
主
と
な
り
、
同
時
に
従(

僕)

と
も
な
り
ま
す
。
そ
こ
に 

は
主
従
の
互
換
性
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
互
換
性
に
注
目
す
れ
ば
可
逆
的 

で
あ
り
ま
す
が
、
主
従
性
に
注
目
す
れ
ば
不
可
逆
的
で
あ
り
ま
す
。

三
'
 

異
同
の
分
別
を
超
え
て

不
可
逆
か
ら
可
逆
へ
の
方
向
と
、
可
逆
か
ら
不
可
逆
へ
の
方
向
と
は
、
 

逆
対
応
的
に
相
即
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
私
に
と
っ
て
は
、
窮
極
の
根 

抵
に
お
い
て
は
不
可
逆
性
を
自
覚
す
る
こ
と
が
取
り
も
直
さ
ず
可
逆
性 

の
成
立
で
あ
り
、
亂
時
t
、
絶
対
の
結
合
な
し
に
は
絶
対
の
分
離
も
決 

し
て
成
立
し
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
可
逆
性
の
自
覚
、
そ
の
こ
と
が
不

可
逆
性
成
立
の
根
拠
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
不
可
逆
性
と
可
逆 

性
の
間
に
は
、
同
時
的
相
互
因
果
の
関
係
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ 

と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
絶
対
の
分
離(

不
一
、
不
可
逆)

と
絶
対
の
結 

合

(

不
二
、
可
逆)

と
は
、信
仰(

超
越
者
と

自
己
の
関
係
自
覚)

と

い

う

r

心

 

霊
上
の
事
実」

に
お
い
て
は
、
ど
こ
ま
で
も「

不
可
逆
即
可
逆.

可
逆 

即
不
可
逆」

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
関
係
は
、
超
越
者
と
自
己
と
の
、
も 

っ
と
も
具
体
的
な
原
関
係
、
す
な
わ
ち
根
源
的
リ
ァ
リ
テ
ィ
ー
の
論
理 

的
構
造
の
言
表
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス 

ト
教
と
の
、
単
純
な
異
同
の
分
別
も
超
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま 

せ

ん

。

た
だ
し
、
こ
の
論
理
的
構
造
を
分
節
的
に
言
い
表
わ
す
と
き
に
、
 

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
間
に
は
、
重
大
な
強
調
点
の
相
違
と
い
う
よ
り
一 

は
、
可
逆
面
と
不
可
逆
面
と
の
隠
顕
俱
成
的
な
矛
盾
相
即
的
原
関
係
の
、
冼 

何
れ
の
面
が
.
と
な
り
、
何
れ
の
面
が
隠
と
な
る
か
と
い
う
点
に
こ
そ
、

一
 

重
大
な
相
違
点
が
出
て
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し 

た
が
っ
て
可
逆
性
と
不
可
逆
性
の
関
係
を
、
隠
顕
俱
成
的
な
表
裏
一
体 

の
関
係
と
し
て
把
握
し
な
い
で
、
窮
極
の
根
柢
に
お
い
て
は
、
両
者
の 

相
違
は
質
的
で
絶
対
的
か
、
量
的
で
相
対
的
か
と
い
う
、
ァ
レ
力.

コ 

レ
ヵ
の
図
式
で
何
れ
か
に
断
定
し
よ
う
と
す
る

議
論
は
、
再
び
二
分
法 

的
な
抽
象
的
分
別
の
立
場
へ
の
後
退
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
不
毛 

な
議
論
と
し
て
い
つ
ま
で
も
結
着
し
な
い
惧
れ
が
あ

る

と

思
わ
れ
ま
す
。
 

わ
れ
わ
れ
が
分
別
の
異
同
に
執
着
す
る
限
り
、
八
木
氏
も
指
摘
す
る
よ 

う
に
、

「
可
逆
は
同
一
に
、
不
可
逆
は
別
異
に
、
座
を
持
つ」

た
め
に
、
 

「

同
じ
く
不
可
分
•
不
可
同
と
い
っ
て
も
、
可
逆
の
強
調
は
不
可
分



(
一)
と
結
び
つ
き
、
不
可
逆
の
強
_

は
不
可
同(

多)

と
結
ぴ
つ
く」

の 

で
あ
り
ま
す
。h

し
か
し
何
れ
も
一
息
に「

不
可
分•

不
可
同」

と
い 

う
限
り
、
根
源
的
リ
ァ
リ
テ
ィ
ー
の
窮
極
の
根
抵
を
問
題
と
す
る
次
元 

に
お
い
て
、
不
可
逆
の
契
機
だ
け
、
あ
る
い
は
可
逆
の
契
機
だ
け
を
取 

り
上
げ
て
、
こ
れ
に
絶
対
と
い
う
ォ
モ
シ
を
つ
け
て
、「

絶
対
不
可
逆」 

(

滝
沢)

と
か「

絶
対
可
逆」

<(

阿
部)

と
い
う
ふ
う
に
概
念
を
分
別
的
に 

固
定
し
て
論
争
す
る
こ
と
は
、
繰
り
返
す
ょ
う
で
す
が
、
論
者
の
真
の 

意
図
を
却
っ
て
隠
蔽
さ
せ
、
議
論
を
抽
象
的
な
レ
べ
ル
で
益
々
紛
糾
さ 

せ
る
も
の
と
も
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
根
本
概 

念
は
、
そ
の
ょ
う
に
表
現
し
な
け
れ
ば
自
己
の
真
意
が
精
確
に
伝
え
ら 

れ
な
い
と
い
う
精
一
杯
の
想
い
が
こ
も
っ
た
、
学
問
的
生
涯
の
結
晶
と 

も
い
う
べ
き
キ
ー•

ヮ
ー
ド
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
意
味
で
は
徒
ら
な
批 

判
は
慎
し
み
、
黙
し
て
敬
意
を
表
し
た
い
想
い
も
ま
た
禁
じ
難
い
も
の 

が
あ
る
こ
と
を

付
け
加
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

<
注
>

「
「

超
越
者
と
自
己」

の
関
係
に
お
け
る「

可

逆
•

不
可
逆
論
争」

の
直
接
の
記

 

録
と
も
い
う
べ
き
次
の
一
一
冊
の
書
物
は
、
引
用
頻
度
が
と
く
に
多
く
な
る
の
で
、
 

書
名
は
そ
れ
ぞ
れ
A

、
B

、

の
符
号
に
よ
っ
て
略
記
す
る
こ
と
に
し
た
。

B

滝
沢
克
己
著『

あ
な
た
は
ど
こ
に
い
る
の

か

—

実
人
生
の
基
盤
と
宗 

教
I

』

三
一
書
房
’

昭
和
五
十
八
年

(

一
九
八
三
年)

五
月
十
五
日
第

 

一
版
第
一
刷
発
行
。

第

|

章
ロ
ジ
カ
ル
.シ
ヨ
ッ
ク
心
身
症

1

柳
宗
悦
、

『

神
に
つ
い
て』

春
秋
社
、
昭
和
三
十
六
年
、
二
十
八
頁〜

二
十
 

九
頁
参
照
。
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第
二
章
場
所
的
論
理
と
キ
リ
ス
ト
教

L

小

野

寺

功「

絶
対
弁
証
法
批
判」

—

清
泉
女
子
大
学『

紀
要
二
十
四』

(

昭
 

和
五
十
一
年

)

、
四
十
八
頁
。 

一 

z
 

B

、

一
 

六
九
頁
。
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西

田

幾

多

郎「

場
所
的
論
理
と
宗
教
的
®

界観

」
『

哲学
論文
集、
第一 

七』

岩
波
書
店
、

(

昭
和
二
十
一
年

)

一
一
〇
頁
。

『

西
田
幾
多
郎
全
集』

岩
 

波
書
店
、
第
十
一
卷

(

一
九
七
九
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第
三
刷

)

三
九
八
頁
。
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六
九
頁
。

7.

西
田
幾
多
郎
、
前
掲
書
、

一
二
八
頁
。

『

全

集』

第

十

一

巻
、
四
一
六
頁
。

a

コ
リ
ン
ト
前
書
十
三〜

十
一
一
参
照
。

a

福
田
勤
編
著『

マ
ラ
ル
ス
•

ハ
イ
ン
リ
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講
義
集
一
一
、
キ
リ
ス
ト
教
禅
学

A

八
木
誠
 

一
•

阿

部

正

雄
.

秋
月
龍
珉
•

本
多
正
昭
共
署『

仏
教
と
キ
リ

 

ス
ト
教
.

1

滝
沢
克
己
と
の
対
話
を
求
め
て
I

』

ニ
ニ
書
房
、
昭
和
五

 

十

六

年

(

一
九
八
一
年

)

十
一
一
月
三
十
一
日
第
一
版
第
一
刷
発
行
。

へ
の
道』
中
央
出
版
社
、
昭
和
五
十
六
年
、
ニ
五
三
頁
。
 

10A
u

g
u

s
tin

u
s

,  

c
o

n
f
s

s
io

n
e

s
,  

x

l
r1

4
.1

7



^ 友 脒 猓 刮 担 0 V 芬 雔 •る茇秘g 々貴:班 妫 铝 iT  

册魅 i i V i h ふ N lS ^ T 迓淦脒々# 5 *刨逋トゆを尔 § ：p t J 4 K > ^ n )：拉 

：& t?s：i j ® る*卜丨 p  e 頰淀 a j j w k s ふ七v r ;w * * p e P 4 > o 0 」各 

J r り ぐ だ 眾 g 胡 )iS-»J佛g 并地AJGV _tsふ： 菡くa •る'

SSS灰 啉 如 洚 秘 J * w こ' 睐到ヒ其：；レtp呆宕萁捩嘎 

幽e 龙噸LJ «  ：；レ晦捃咕蝴W の贫 i i 尿鄉P 彻K? AJム◊ 创 J  ：；雈捌如 

并必93长栏签亡 !9 ! 如 : ^ W W d » J A jt$ ^佃 p 如亡こ0 卜公V K ホ沭 

坦 O'球 !i 务ジK 丄 婼 拉 遝 G 全 

り忒 iJM O  V 筠澉S 迓崁如亡如々《レ嘁拦 :g 緲 瑚 铝 嬲 ぬ  

ズレニ •い リ 阳 心 0 A Monument to S t .  Augustine t 

London 1930 % (E. I . VVatkin: The Mysticism of S t .  

Augustine ) | ] 4 邮播匪0 だ农' n 令 • 一* • 'ム •

令 P 分=> へト轵朴a j帐輻 j -  maj^ ( 拭进钿蜓）丨h  l < 虹被‘瞍。

^  ® 田敢欢适’ 猛s g i r 丨■pannrz1p w w 捣瞍。 f<w蠊』轹+ i 

#r a < 丨|咖一SHO丨1賦铋匪0 

亡 C Q , 1〇ゼ邮。

ユ Ignace Lepp, C lartes  et Tenebres de 1 ^m e, Essa i de 

Psychosynthese, A u b ie r，P a r is ’ 1956,P .279•掩办田座5 ^

r o e 磘i iw 心w e 』ミ蝴辄拽（I -i^-pw " i n i 〇wo 

5 埏 劣 肽 班 轹 p 锄 r s 躱 e 濉s?® °班贈起，II

nHCHnr。

兰艇ぱ职 r u r s 妬 彩 』进噃魅' ズ〇甿。m 丨丨

n m °



ヒ or s 十 丨 iiw0

m m  「诳灰 ！？场狨 j © 峰 =>r< ふ 兹 雖

ニ <〃 丨丨丨14JW0 权+ く财龄匪0

ベ龙咬锥闰球『ゼ睐楚：』丨长ギH<迚+ 丨，七11叹釦逛aK 

甘 IJ1+W誠0 

co o r  IIH~WM°

— 叵' i iH - ^ w 0

6  F .N is tz s c h e , A lso sprach Zara thas tra , I , Von den 

H interwel ten .

ゼ茗哎 s 龄iSf^K保致』运璉wr nl-f<ter°

k  ^  )丨丨+ # 邮。 丨

06 1 1 0 1 §

01 丨丨 <邮ー丨丨  < 陬。 1

2  "K + l H °

"Z < r 1丨丨丨ゼ邮一| 0 〇邮0 

j  < ' 丨 wilnnr°

亡 6*劫钽』瞰码太^ 留保は]+11牡く咬 o r  H C C W 。

せ 『到勤』S 运W + "丨肚ゼ咬O K 丨ゼ丨丨I®0 

亡 丨 wi |W。

^  N ico la i de Cusa, Opera om nia , Iussu et A uc to r ita te  

Academiae Litterarum  Heidelbergensis ad Codicum Fidem E d ita , 

N Opuscula I, Ed id it Paulus W ilpe rt , Hamburg! in  Aedibus 

F e lic is . M e ine r, 1959, De Deo abscondito , p 10, c t . p8  .



】989 7 月の知知らせ

もしも汝が資明で、協同し行儀正しい明敏 

な同伴者を得たならば、一切の危難にうち 

勝ち、こころ喜び念いをおちつけてかれと 

ともに歩め0

『ブツダのことば一スッタニパータ』

洋啓署い日が統いていますが、皆様如何お過ごしで 
し左ラか。
さて、来たるI I月10Q後)〜12E3(E3>に恒例の仏靑展を 
開催します。会負の方で出展を希望される方は9月27 
曰(水)までに亊務局に御連絡下さい0尚、当会は7月16 
日(B>より9月17日伯)までを夏期休館曰と致します。

御諒承ください。

at

•仏 典 講 ifu会

• 坐 襌 会

筆 襌

念 仏  

写 経

会

会

会

仏 像 彫 刻 会

坐禅と正法眼蔵 
研 究 の 会

> 駒 場 研 究 会  
•仏教美術研究会

*古代信仰研究会

60休〉• 13曰休)，20日休), 
27B休>,29日(木) 午後5 時 
m m 小 川 宏 先 生  
溝本冠導阿昆達磨俱舎論 
毎週火曜日午後6時〜

8時半
第4 七皤日午後 2時 
師家秋月艏珉老師 
粱本白隠禅テキスト 

『宗門無尽燈编』
馆3 火曜日午後 6 時〜

8時半
m 寺山旦中先生 
10曰(月）午後4時半 
m . 由木秀文先生 
虞本浄土三部経 
5日(水）, 12日沐) ，19日W  
午後5時半 

指導エ藤愚庵師  
8曰出，26曰《水）午後1時 

m 钎川閑慶先生 
13(± ),15 日(±),29 曰(±) 
午後2 時半
DOGEN SANGHA 

( 英語による） 午後1時 
指導西嶋和夫師  
休 会
1曰(±>ヒンドゥ一^院建築史 

一地域件を中心に一 
小 倉 泰 先 生 午 後 3時 
毎遇水曜曰午後6時 
講 師 竹 内 鳕 師

東京大学仏教青年会
柬京®文京区本153-33-5日本®坂ピル7 M 

地下麩•パスの本® 3 丁目下車 
T E L  (8 1 3) 5 9 0 3
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「

可
逆
即
不
可
逆

」

の
提
唱

1.『

理
想』

理
想
社
、
昭
和
五
十
三
年
九
月
号
、

2.
ヨ
ハ
ネ
、

E
丨

一

九
。

&
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、

一O
-

三0
、

+
七
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 I 
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、

十
五
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5.
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、

十
五
I
-

H

一

h
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6.

A
、
ニ
十
九
頁
。

九
三
頁
。
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本
多
先
生
の
思
想
は
私
の
分
か
っ
て
い
る
限
り
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教 

を
西
洋
か
ら
受
け
て
、
そ
れ
が
何
と
か
よ
く
合
わ
な
い
か
ら
西
洋
の
傍 

流
の
伝
統
に
入
っ
て
、
そ
れ
で
自
分
の
東
洋
的
な
伝
統
で
も
っ
て
キ
リ 

ス
ト
教
の
思
想
を
考
え
直
し
た
い
。
た
だ
し
そ
れ
は
ど
う
な
り
ま
し
た 

か
。
そ
れ
が
私
の
質
問
で
す
。

日
本
の
地
下
に
は(

西
洋
的
と
い
わ
れ
る)

個
人
主
義
が
あ
る
で
は 

な
い
で
し
ょ
う
か
。

河
合
隼
雄
先
生
が
よ
く
発
言
す
る
よ
う
に
、
日
本
人
に
は
自
我
が
な 

い
、
と
。
最
近
は
自
己
も
な
い
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
日
本
人
の
心 

の
中
に
は
自
然
で
あ
る
自
然
法
爾
と
直
接
的
な
関
係
が
で
き
る
と
い
う 

よ
う
な
発
言
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
傍
流
的
な
伝
統
の
中
で
は
西
洋 

の
基
と
な
っ
た
同
じ
よ
う
な
考
え
方
、
思
想
は
あ
る
で
は
な
い
で
し
ょ 

う
か
。
そ
れ
は
何
故
問
題
に
な
り
ま
せ
ん
か
。

そ
し
て
別
な
角
度
か
ら
同
じ
も
の
を
見
ま
す
と
、
私
の
知
っ
て
い
る 

神
父
、
修
道
士
、
シ
ス
タ
ー
な
ど
は
よ
く
禅
の
お
坊
さ
ん
の
t

と
で
坐

禅
を
組
ん
だ
り
し
て
、
い
ろ
い
ろ
勉
強
し
て
お
り
ま
す
が
、
た
だ
し
私 

の
知
っ
て
い
る
限
り
で
は
、
日
本
人
の
禅
の
お
坊
さ
ん
は
、
西
洋
の
瞑 

想
、
西
洋
の
観
想
の
修
道
土
、
ト
ー
マ
ス
•
マ
ー

ト

ン

の

よ

う

な

指
導 

者
の
も
と
で
観
想
を
勉
強
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
何
故
そ
の
一
方
通
行
と 

な

り

ま

し

た

の
か
。
そ
れ
が
東
洋
思
想
の
背
景
に
あ

る

補
い
合
う
つ
も 

り
で
あ
る
西
洋
の
文
化
と
の
関
係
に
基
く
あ
れ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 

そ
れ
が
私
の
最
初
の
質
問
で
す
。

私
の
第
二
の
質
問
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
を
自
覚
の
論
理
と 

し
て
考
え
直
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
哲
学
と
神
学
の
区
別
を
仏
教
的
に
、
 

あ
る
い
は
西
田
哲
学
的
に
は
突
破
で
き

る

と

思
い
ま
す
か
。
そ

れ

と

も

 

た
だ
、
西
洋
と
同
じ
よ
う
に
否
定
的
哲
学
が
あ
く
ま
で
一
一
次
的
な
立
場 

で
肯
定
的
な
神
学
が
哲
学
を
補
い
合
う
傾
向
で
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
 

絶
対
矛
盾
同
一
が
第
一
で
、
絶
対
矛
盾
自
己
同一

が
第I

一
次
的
、
そ
れ 

で
十
分
で
す
か
。
と
い
う
質
問
で
す
。

そ
し
て
最
後
に
は
非
常
に
簡
単
な
質
問
で
す
。
こ
の
よ
う
な
学
会
で



- 3 3 -

よ
く
出
て
く
る
質
問
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
別
な
角
度
か
ら
や
り
直
し
た 

い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
何
故
社
会
的
な
意
識
の
問
題
が
出
て
こ
な 

い
か
と
い
う
こ
と
で
す
e
政
治
と
平
和
の
問
題
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と 

で
す
。
先
生
の
論
文
を
読
み
ま
す
と
や
は
り
、
倫
理
的
な
問
題
は
ほ
と 

ん
ど
出
て
こ
な
い
と
思
い
ま
す
。
西
田
哲
学
の
後
半
も
そ
う
だ
と
思
い 

ま
す
が
、
倫
理
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
ど
う
思
い
ま
す
か
。
あ
る
い
は 

社
会
的
な
意
.識
に
対
し
て
ど
う
思
い
ま
す
か
と
い
う
質
問
で
な
し
に
、
 

む
し
ろ
、
何
故
そ
の
問
題
が
自
然
的
に
出
て
こ
な
い
の
か
。

さ
き
に
、
田
辺
元
の
哲
学
の
こ

と

が

出
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
田 

辺
の
晚
年
の一

番
重
要
な
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
戦
争
中
で
何
故 

哲
学
者
と
し

て

無
関
心
で
、
何
故
わ
れ
わ
れ
の
弱
さ
を
認
め
な
か
っ
た 

の
か
。
論
理
的
に
は
ど
こ
で
道
を
^

い
ま
し
た
か
。
そ
れ
が
私
の
最
後 

の
質
問
で
す
が
。
解
放
の
神
学
も
全
く
同
じ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
解
放
の 

神
学
は
何
か
貧
し
い
人
々
へ
の
選
択
と
か
、
社
会
的
な
運
動
に
属
す
る 

と
思
い
ま
す
が
、
実
は
そ
れ
よ
り
も
、
何
故
論
理
的
に
は
、
教
理
的
に 

は
、
あ
る
い
は
教
会
と
し
て
、
何
故
わ
れ
わ
れ
が
社
会
の
犠
牲
者
を
忘 

れ
た
の
か
。
論
理
的
に
ど
こ
で
間
違
え
ま
し
た
か
"
具
体
的
に
は
、
も 

ち
ろ
ん
伝
統
の
中
で
は
、
镊
牲
者
を
あ
る
い
は
貧
し
い
人
々
を
大
切
に 

す
る
と
い
う
伝
統
が
か
な
り
強
い
の
で
す
。
仏
教
も
そ
う
で
す
が
。
た 

だ
し
実
際
に
は
何
故
そ
う
し
な
い
の
か
。
論
理
的
に
は
問
題
は
ど
こ
で 

す
か
。

何
故
最
近
の
東
西
宗
教
対
話
で
は
、
倫
理
的
な
問
題
を
あ
ま
り
話
題 

に
し
な
い
の
か
。
そ
れ
は
倫
理
的
な
問
題
と
い
う
と
、
そ
れ
は
新
聞
と

か
テ
レ
ビ
で
宣
伝
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
く
、
新
し
い
世
界
と
か
、
新 

し
い
社
会
の
秩
序
を
考
え
る
、
そ
の
傾
向
は
全
く
な
い
で
は
な
い
で
し 

ょ
う
か
。
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
問
題
が
出
る
と
屋
上
に
屋
を
架
す
る 

よ
う
な
、
ベ
つ
に
誰
か
が
や
っ
て
い
る
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
第
一
一 

次
戦
争
で
は
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
会
議
室
の
外
に
は
世
界
中 

激
し
い
戦
争
が
あ

る

と

思
い
ま
す
が
。
そ
れ
に
対
し
て
ど
の
態
度
を
と 

っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
論
理
的
に
は
何
故
そ
う
い
う
こ
と
が 

問
題
に
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
何
故
自
発
的
に
は
問
題 

に
な
ら
な
い
の
か
。
簡
単
で
す
が
以
上
で
す
。

司
会
者

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

本

多

だ
い
た
い
ど
う
い
う
視
点
か
ら
発
想
さ
れ
た
コ
メ
ン
ト
で
あ 

る
か
、
ど
う
い
う
視
点
か
ら
発
想
さ
れ
て
い
な
い
コ

メ

ン

ト

で

あ
る
か
、
 

こ
う
し
う
こ
と
が
漠
然
と
分
か
っ
た
の
て
す
が
、
ま
だ
は
っ
き

り

捕
え 

ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
、
私
に
。
そ
れ
で
、
私
の
お
答
え
も
ビ
ン
ト
は
ず 

れ
の
と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
感
じ
た
こ
と
を
申
し 

あ
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

第一

点
で
す
け
れ
ど
も
、
東
洋
と
西
洋
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
宗
教
的
な 

態
度
に
主
流
を
な
す
面
と
傍
流
を
な
す
面
が
あ
る
わ
け
で
す
。
東
洋
の 

主
流
を
な
す
面
と
西
洋
の
傍
流
的
な
側
面
、
こ
れ
は
非
常
に
近
い
。
だ 

か
ら
東
洋
人
と
し
て
西
洋
の
本
当
の
主
流
よ
り
も
傍
流
の
方
に
注
目
し 

て
、
東
洋
的
な
神
学
の
形
成
、
こ
れ
に
対
す
る
容
易
な
道
を
私
は
探
そ



う

と

し

て

お

る

わ
け
で
す
。
し
か
し
、
で
は
西
洋
の
主
流
で
あ
る
対
象 

的
•
合
理
的
.
科
学
的
な
思
考
で
す
ね
。
こ
れ
に
対
す
る
東
洋
の
傍
流 

と

い

う

も
の
が
対
応
的
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
こ
が
‘ス
ボ
ッ
と

 

抜
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
こ
う
い
う
ご
指
摘
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
 

こ
れ
は
全
く
も
っ
と
も
な
こ
と
で
、
私
も
そ
れ
を
全
く
考
え
な
か
っ
た 

わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
を
原
稿
化
す
る
上
に
む
ず
か
し 

い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
あ
ま
り
そ
の
点
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
お
い
て
な
い 

の
で
す
け
れ
ど
も
。

第I

点
に
対
す
る
私
の
、
不
完
全
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
お
答
え
で 

す
。第

二
点
の
場
所
的
論
理
に
関
す
る
こ
と
で
す
が
、
お
聞
き
し
て
お
り 

ま
し
て
、
何
か
自
覚
と
い
う
の
を
、
何
か
禅
的
な
悟
り
の
境
地
に
到
達 

し

て

I

切
の
矛
盾
が
な
く
な
っ
て
、
正
反
対
の
も
の
を
一
つ
に
し

て

し

 

ま
っ
た
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
て 

い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。
も
う
一
つ
。
し
た
が
っ
て
自
覚
と
い
う
の
は 

個
人
内
在
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
、
と
。
も
し
そ
う
だ 

と
し
た
ら
当
然
、
自
覚
の
論
理
で
キ
リ
ス
ト
教
を
解
釈
で
き
る
か
と
い 

う
疑
問
が
起
こ
っ
て
く
る
の
は
む
し
ろ
必
然
的
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で 

す
ね
。

と
こ
ろ
が
西
田
先
生
が
自
覚
と
い
っ
て
お

ら

れ

る

の
は
、
決
し
て
単 

に
内
在
的
な
も
の
で
は
な
く
て
超
越
の
契
機
を
も
っ
て
は
じ
め
て
自
覚 

が
生
ま
れ
て
く
る
。
個
が
個
を
超
え
て
は
じ
め
て
個
と
な
る
と
い
う
こ 

と
を
場
所
的
論
理
の
中
で
も
は
つ

き

り

繰
り
返
し
い
つ
て
お

ら

れ

ま

す

。

で
す
か
ら
私
は
自
覚
と
意
識
を
ど
う
考
え
て
お
ら
れ
て
ま
す
か
と
質
問 

し
た
の
は
、
意
識
と
い
う
の
は
自
己
内
在
的
な
も
の
で
す
け
れ
ど
、

Q 

覚
は
そ
れ
を
突
き
破
っ
た
も
の
で
、
超
越
的
な
契
機
を
持
っ
て
い
る
と
、
 

い
う
こ
と
で
す
ね
。

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
い
う
言
葉
の
、
な
ぜ
0
己
と
い
う
か
と
い 

う
こ
と
は
、
い
ま
の
こ
と
で
い
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
絶
対
と
い
う
言 

葉
の
意
味
で
す
が
、
こ
れ
は
、
対
を
絶
す
る
、
対
立
を
超
え
る
と
い
う 

意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
ね
。
矛
盾
と
同
一
、
私
の
い
う
こ
と
が
お
か
し 

い

と

思
わ
れ
た
ら
ど
う
ぞ
教
え
て
下
さ
い
。
私
の
解
釈
で
は
絶
対
矛
盾 

的
自
己
同
一
と

い

う

時
の
、
こ
の
言
葉
を
も
っ
と
簡
举
に
言
い
ま
す
と
、
 

矛
盾
即
同
一
で
す
ね
。
矛
盾
的
自
己
同
一
と
、
的
と
書
い
て
お
る
も
の
一 

で
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
形
容
詞
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
34 

こ
れ
は
形
容
詞
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。
矛
盾
と
同
一
、
そ
れ
が
そ
の
対
をI  

絶
し
て
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
。
自
己
同
一
と
、
 

敢
え
て
自
己
と
言
わ
な
く
て
も
い
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま 

す
け
れ
ど
も
、
何
か
足
り
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ら
、
あ
と
で
補
っ
て 

く
だ
さ
い
。

第
三
点
で
す
が
、
社
会
的
意
識
の
問
題
が
出
て
こ
な
い
、
と
。
こ
れ 

は
ア

メ

リ

ヵ

の

学
会
の
た
び
に
、
こ
う
い
う
こ
と
は
出
て
く

る

。

最
初 

私
が
発
表
し
た
時
に
は
、
ゥ

ー

マ

ン

-
リ

ブ

の

党
首
と
い
わ
れ
る
女
性 

の

方
が「
地
に
い
ま
す
母
な
る
神」

と
い
う
テ

ー

マ
で
、
私
が
毙
表
し 

た
時
に
女
性
が
い
や
に
集
ま
っ
た
な
と
思
っ
た
ら
、
私
のn

メ

ン

テ

ー

 

タ
が
そ
う
い
う
方
だ
っ

た

の

で

、

ゥ

ー

マ

ン

•
リ

ブ

の

女
性
開
放
の
現



状
を
聞
き
に
き
た
の
だ
と
、
が
っ
か
り
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
去
年
バ 

丨
ク
レ
ー
に
行
つ
た
と
き
、
私
の
コ
メ
ン

テ
ー
タ
ー
が
解
放
神
学
の
こ 

と
で
、
私
が
発
表
し
た
内
容
を
土
俵
と
し
て
コ
メ
ン
ト
さ
れ
る
の
で
は 

な
く
、
外
側
か
ら
攻
撃
さ
れ
た
と
い
う
感
じ
で
私
は
ち
ょ
っ
と
面
喰
ら 

っ
た
の
で
す
が
。
つ
ね
に
こ
れ
は
起
き
る
問
題
で
す
ね
。
倫
理
的
な
問 

題
は
出
て
こ
な
い
、
と
。

私
は
西
田
先
生
の
立
場
を
、
と
に
か
く
西
田
先
生
は
戦
前
の
人
で
す 

よ
。
私
な
ん
か
中
学
時
代
は
社
会
科
学
は
な
か
っ
た
わ
け
で
、
社
会
科 

学
的
な
認
識
は
封
じ
ら
れ
て
い
た
時
代
で
す
ね
。
そ
う
い
う
時
代
の
哲 

学
者
な
の
で
す
が
。
そ
れ
で
も
西
田
先
生
を
弁
護
的
に
申
し
ま
す
と
、
 

西
田
先
生
は
国
家
と
い
う
も
の
は
仏
国
土
の
写
し
と
し
て
考
え
て
お
ら 

れ
て
、
極
め
て
宗
教
的.

形
而
上
学
的
に
国
家
と
い
う
も
の
を
考
え
て 

お

ら

れ

る

の
で
あ
り
ま
す
。
ま
る
で
極
め
て
抽
象
的
な
と
思
わ
れ
る
か 

も
知
れ
ま
せ
ん
が
。
し
か
し
西
田
先
生
の
立
場
か
ら
い
い
ま
す
と
、
絶 

対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
場
所
か
ら
自
然
法
爾
的
に
社
会
性
と
い
う
か
、
 

他
人
に
対
す
る
慈
悲
と
い
う
も
の
は
出
て
く
る
。
や
は
り
場
所
が
そ
う 

い
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
し
か
し
や
や
批 

判
的
な
観
点
か
ら
申
し
ま
す
と
、
で
は
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
な
意
識 

と
い
う
も
の
が
、
場
所
か
ら
、
い
ま
言
っ
た
よ
う
な
意
味
で
は
自
然
法 

爾
的
に
必
然
的
に
出
て
く
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
社
会
科
学
的
な
次 

元
に
ま
で
一
義
的
、
連
続
的
に
出
て
く
る
よ
う
な
論
理
で
あ
る
の
か
と 

い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
で
す
ね
。
そ
こ
か
ら
は
決
し
て
連
続
的
に
は 

出
て
こ
な
い
。
そ
こ
で
西
田
哲
学
研
究
者
は
ひ
と
つ
の
ア
ポ
リ
ア
に
ぶ

つ
か
る
か
と
思
し
ま
す
け
と
。

西
田
哲
学
、
田
辺
哲
学
、
実
存
哲
学
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
、
こ
う
い
っ 

た
も
の
に
必
死
に
取
り
組
ん
だ
日
本
の
哲
学
者
に
鈴
木
亨
と
い
う
方
が 

お
ら
れ
ま
し
て
、
鈴
木
先
生
は
西
田
哲
学
に
関
す
る
本
を
出
し
て
お
ら 

れ
ま
す
け
れ
ど
、
こ
の
中
に
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
い
う
も
の
は 

本
来
、
有
限
と
無
限
、
相
対
と
絶
対
と
の
間
の
根
本
的.

論
理
構
造
を 

示
す
も
の
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
西
田
先
生
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
相 

対
と
絶
対
と
の
間
の
根
本
的
な
論
理
を
示
す
ほ
ど
の
絶
対
矛
盾
的
自
己 

同一

が
で
す
ね
、
そ
れ
が
相
対
的
な
領
域
に
ま
で
適
用
さ
せ
て
し
ま
っ 

て
い
る
か
ら
、
こ
ん
が
ら
か
っ
て
い
る
と
、
非
常
に
誤
り
で
あ
る
と
、
 

さ
ま
ざ
ま
な
暖
昧
な
未
解
決
な
諸
問
題
と
い
う
も
の
を
残
し
て
い
る
。

一
 

そ
こ
に
西
田
哲
学
の
致
命
的
な
欠
陥
が
あ
る
と
し
う
ふ
う
に
述
へ
て
於 

お
り
ま
す
。
 

-
 

ハ
ィ

ジ
ッ

ク

先
生
の
ご

質
問
は
、
論
理
的
に
ど

こ

に
問
題
が
あ
る
の 

か
と
い
う
ご
質
問
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
ま
あ
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
。

今
日
、
他
の
先
生
方
に
補
足
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い 

ま
す
。花

本
貫
瑞
著

金

剛

経

に

学

ぶ

定

価
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本
多
さ
ん
が
私
の
書
い
た
も
の
を
非
常
に
綿
密
に
読
ん
で
く
だ
さ
り
、
 

私
の
可
逆
論
を
適
切
に
要
約
し
て
批
評
を
な
さ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ 

の
批
評
な
り
疑
問
点
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
も
う一

歩
、
私
の
言
お
う 

と
す
る
真
意
を
汲
ん
で
い
た
だ
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ 

ま
す
の
で
私
の
立
場
か
ら
改
め
て
お
答
え
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
多
さ
ん
の
ご
意
見
で
す
と
、
阿
部
は
窮
極
の
と
こ
ろ
で
は
不
可
逆 

は
な
い
、
不
可
逆
と
い
う
の
は
ア
ゥ
フ
へ
ー
べ
ン
さ
れ
る
べ
き
契
機
と 

考
え
て
い
る
と
、
お
っ
し
や
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
の
前
に
本
多
さ 

ん
が
か
な
り
詳
し
く
私
の
立
場
を
お
っ

し

や
っ
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
に
、
 

私
が
絶
対
的
可
逆
と
申
す
場
合
に
は
、
決
し
て
不
可
逆
と
い
う
こ
と
を 

排
除
し
て
言
っ
て
お
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を 

ふ
く
ん
だ
上
で
云
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
サ
ン
サ
ー
ラ 

丨
の
世
界
で
は
、
時
は
一
方
的
に
流
れ
、
生
死
流
転
す
る
わ
け
で
す
か 

ら
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
不
可
逆
の
世
界
で
あ
り
ま
す
。
む
し
ろ
サ
ン 

サ
ー
ラ
ー
の
不
可
逆
性
を
徹
底
的
に
自
覚
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
は
じ

め
て
そ
れ
を
超
え
て
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
ー
、
即
ち
涅
蘩
に
入
る
こ
と
が
可 

能
に
な
っ
て
く
る
。
サ
ン
サ
ー
ラ
の
世
界
の
不
可
逆
性
と
い
う
こ
と
は 

-1

ル
ヴ
ァ
ー
ナ
の
世
界
の
絶
対
可
逆
性
に
至
る
た
め
の
不
可
欠
な
契
機 

で
あ
る
。
た
だ
し
否
定
的
な
契
機
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
ゆ
え
に
で
す 

ね
。
阿
部
の
場
合
に
は
窮
極
の
と
こ
ろ
で
は
不
可
逆
は
止
揚
さ
る
べ
き 

契
機
と
さ
れ
て
お
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
仮
に
可
逆
と
不
可
逆
が 

何
ら
か
の
形
で
結
び
つ
い
て
い
る
と
阿
部
が
理
解
し
て
い
る
と
し
て
も
、
 

そ
こ
で
は
な
お
問
題
が
残
る
の
で
は
な
い
か
と
、
こ

う

お

っ

し

や
っ
た 

の
だ
と
思
い
ま
す
。

私
も
た
し
か
に
あ
る
意
味
で
は
可
逆
即
不
可
逆
、
不
可
逆
即
可
逆
と 

い
う
立
場
で
す
が
、
そ
し
て
そ
の
意
味
で
は
本
多
さ
ん
の
結
論
的
な
お 

立
場
と
、
そ
ん
な
に
変
わ
っ
て
は
い
な
い
わ
け
で
す
が
、
私
の
本
多
さ 

ん
へ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
•
ク
ユ
ッ
シ
ョ
ン
を
申
せ
ば
、
本
多
さ
ん
が
可
逆 

即
不
可
逆
と
言
わ
れ
る
と
き
に
、
本
多
さ
ん
自
身
は
ど
こ
に
立
っ
て
言 

っ
て
い
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
可
逆
即
不
可
逆
と
言
わ



れ
る
と
き
に
、
本
多
さ
ん
自
身
は
お
そ
ら
く
可
逆
の
立
場
に
立
っ
て
お 

ら
れ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
不
可
逆
の
立
場
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
の
で 

も
な
く
、
む
し
ろ
即
の
立
場
に
立
っ
て
言
っ
て
お
ら
れ
る
に
違
い
な
い 

と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
即
の
立
場
は
当
然
、
可
逆
で
も
な
け
れ
ば
不
可
逆
で
も
な 

い
。
さ
ら
に
言
え
ば
そ
の
何
れ
で
も
な
く

し

て

何
れ
で
も
あ

る

と

い

う

 

の
が
、
即
の
立
場
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
立
っ
て
、
本
多
さ 

ん
は
お
っ

し

ゃ

っ
て
い
る

と

思
う
の
で
す
。
そ
れ
じ
ゃ
、
そ
う
い
う
即 

の
立
場
は
不
可
逆
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
私
に
言
わ
せ
れ
ば
そ 

う
い
う
即
の
立
場
こ
そ
が
絶
対
的
可
逆
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
の 

で
あ
っ
て
、
私
自
身
は
そ
こ
で
絶
対
可
逆
と
い
う
こ
と
を
云
っ
て
い
る 

わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
不
可
逆
を
単
に
ア
ゥ
フ
へ
ー
ベ
ン
す
べ
き
モ 

メ

ン

ト

だ
と
、
言
っ
て
お

る

の
で
は
な
い
わ
け
で
す
。

そ

う

い

う

こ

と

を

も
っ
と
具
体
的
に

申
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思 

い
ま
す
。
八
木
さ
ん
の
西
田
哲
学
批
判
で
は
で
す
ね
、
絶
対
矛
盾
的
自 

己
同
一
と
い
っ
て
も
、
そ
の
非
連
続
面
が
稀
薄
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ 

る
。

秋
月
さ
ん
は
場
が「

さ

き

」

で
あ
っ
て
個
は「

あ

と

」

で
あ
る
。
 

そ
こ
に
は
や
っ
ぱ
り
絶
対
の
不
可
逆
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
お
っ
し 

ゃ
る
の
で
す
ね
。
た
し
か
に
場
が
さ
き
で
あ
っ
て
、
個
あ
る
い
は
個
物 

は
あ
と
で
あ

る

と

い
う
限
り
で
は
不
可
逆
で
し
ょ
う
。
し
か
し
西
田
哲 

学
の
場
合
、
そ
の
場
は
決
し
て
実
体
的
な
場
で
な
く
て
、
非
実
体
的
な 

絶
対
無
の
場
で
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
も
し
絶
対
無
の
場
が
個
物
に
対 

し
て
、
優
先
し
不
可
逆
的
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
の
場
の

無
的
性
格
と
い
う
こ
と
が
、
充
分
に
認
め
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
で 

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
た
し
か
に
一
応
場
は
個
物
に
先
だ
っ
て
い 

る
と
言
い
え
ま
す
が
、
そ
の
場
は
非
実
体
的
な
絶
対
無
的
な
性
格
を
も 

っ
た
場
で
す
か
ら
、
普
通
の
意
味
で
の
ょ
う
に
個
物
に
対
し
て
場
が
さ 

き
と
は
い
え
な
い
。
絶
対
無
的
な
場
が
個
物
に
先
だ
つ
と
い
う
の
で
は
、
 

そ
の
場
は
既
に
実
体
化
さ
れ
、
対
象
化
さ
れ
て
い
る
と
、
い
わ
ざ
る
を 

え
な
い
、
だ
か
ら
私
か
ら
言
え
ば
場
が
個
物
に
先
き
立
っ
て
い
る
と
云 

っ
て
も
そ
の
場
は
絶
対
無
の
場
で
あ
る
か
ら
そ
こ
で
は
可
逆
性
が
実
現 

さ
れ
て
い
る
と
、
思
う
わ
け
で
す
。

八
木
さ
ん
は
西
田
哲
学
で
は
、
非
連
続
の
面
が
稀
薄
だ
と
お
っ
し
ゃ 

る
。
あ
る
意
味
で
は
西
田
さ
ん
が
書
か
れ
た
も
の
を
見
る
限
り
、
非

連
一
 

続
の
面
へ
の
ィ
ク
ス
プ
リ
シ
ッ
ト
な

論
述
は
比
較
的
に
少
な
い
わ
け
で
37 

す
が
。
そ
れ
じ
ゃ
西
田
哲
学
の
場
所
的
論
理
と
か
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
一 

同
一
と
か
言
わ
れ
て
い
る
も
の
の
論
理
的
構
造
に
目
を
向
け
れ
ば
、
は 

た
し
て
連
続
面
に
対
し
て
非
連
続
面
が
稀
薄
だ
と
言
え
る
か
ど
う
か
と 

い
え
ば
、
私
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば「

非
連
続
の 

連
続」

と
い
う
と
き
の「

の」

は
決
し
て
ボ
ゼ
ッ
シ
ョ
ン(

所
有
の
関
係)

を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
連
続
即
非
連
続
、

非
連
続
即
連
続
と
い
う
意
味
で
言
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
連
続 

面
が
一
〇
〇
%

な
ら
ば
、
そ

の

一
〇
〇
％
の
連
続
面
が
そ

の

ま

ま

一
〇 

〇
%

の
非
連
続
面
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と 

が
あ
る
か
、
そ
れ
じ
ゃ
合
計
ニ
〇
〇
%

じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
の
は
、
そ 

れ
は
対
象
論
理
の
立
場
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。



八

木

僕
、
そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
い
ま
せ
ん
よ(

笑)

。

阿

部
(

笑)

い
や
い
や
、
八
木
さ
ん
が
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る 

と
言
う
の
じ
ゃ
な
い
の
で
す
が
、
八
木
さ
ん.
か
非
連
続
面
が
稀
薄
だ
と 

い
わ
れ
る
時
に
は
や
っ
ぱ
り
連
続
面
の
方
が
多
く
て
非
連
続
面
の
方
が 

少
な
い
と
か
、
弱
い
と
か
、
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
ら
れ
る
わ
け
で 

す
ね
。
し
か
し
西
田
さ
ん
が「

非
連
続
の
連
続」

と
い
わ
れ
る
時
の
そ 

の
論
理
構
造
よ
り
云
え
ば
、
非
連
続
面
が
連
続
面
よ
り
弱
い
と
か
、
又 

速
続
面
と
非
連
続
面
が
そ
れ
ぞ
れ
五
〇
％
と
い
う
の
で
は
な
く
連
続
面 

t

一
 

〇
〇
％
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
まI

〇
〇
%

の
非
連
続
面
で 

あ

る

と

、

い
う
こ

と

に

な

る

。

だ
か
ら
そ
れ
は
合
計
す
れ
ば
ニ
〇
〇
％ 

で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
場
合
ニ
〇
〇
%

は
お
か
し
い
。
従
っ
て
連
続
と 

非
連
続
の
両
面
と
も
一
〇
〇
％
と
い
う
の
は
お
か
し
い
と
い
う
の
は
、
 

対
象
論
理
的
な
立
場
か
ら
言
っ
て
い
ま
す
の
で
あ
っ
て
、
絶
対
に
非
対 

象
的
な
場
所
的
論
理
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
最
も
よ
く
リ 

ア
リ
テ
ィ
ー
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り 

西
田
哲
学
の
場
合
連
続
と
非
連
続
の
両
面
は
即
非
の
関
係
に
あ
っ
て
、

1

方
が
他
方
よ
り
稀
薄
だ
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。

何
故
そ
れ
が
場
所
的
論
理
の
立
場
か
ら
い
っ
て
お
か
し
く
な
い
か
。
 

そ
れ
は
た
と
え
ば
連
続
面
は
非
連
続
面
の一

〇
o
%

の
否
定
を
通
し
て 

は
じ
め
て
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
非
連
続
面
は
M

面
の
一
〇
〇
％ 

の
否
定
を
通
し
て
は
じ
め
て
、
そ
れ
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
 

で
す
ね
。
そ
の一

〇
〇
％
と
一
〇
〇
%■
の
両
面
は
絶
対
的
な
相
互
否
定 

を
介
し
て
、
は
じ
め
て
結
び
つ
く
わ
け
で
す
。
両
面
の
絶
対
的
相
互
否

定
を
介

し

て

と

い

う

こ

と

は

、

あ
ら
ゆ
る
対
象
性
を
克
服
し
て
、
絶
対 

に
対
象
化
さ
れ
な
い
場
所
の
立
場
に
立
つ
と

い

う

こ

と

を

意
味
す
る
わ

 

け
で
す
。

つ
い
で
に
申
し
ま
す
と
、
そ
の
場
合
、

ハ
ィ
ジ
ッ
ク
さ
ん
が
お
っ
し 

ゃ
っ
た
、
ど
う
し
て
西
田
の
場
合
、
社
会
的
意
識
と
か
政
治
と
か
倫
理 

と

い

う

も
の
が
出
て
こ
な
い
か
、
あ
る
い
は
乏
し
い
の
か
と
い
う
問
題 

で
す
ね
。
論
理
的
に
ど
こ
に
間
違
い
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
 

確
か
に
西
田
先
生
が
書
か
れ
た
も
の
に
は
、
そ
う
い
う
社
会
意
識
と
か 

政
治
の
問
題
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
表
に
出
て
い
な
い
で
す
ね
。
田 

辺
先
生
な
ど
は
す
で
に
そ
の
点
を
社
会
科
学
的
立
場
か
ら
で
な
し
に
、
 

哲
学
的
論
理
的
立
場
か
ら
突
か
れ
た
の
で
、
そ
れ
は
や
は
り
問
題
に
な
一 

る
点
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
 

兇

た
だ
さ
き
ほ
ど
、
ち
ょ
っ
と
出
て
お
り
ま
し
た
が
、
社
会
的
意
識
や
一 

政
治
と
か
倫
理
が
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
立
場
か
ら
自
然
法
爾
的
に 

出
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
私
も
一
応
は
そ
う
云
え
る
と
思
い
ま
す
。
 

け
れ
ど
自
然
法
爾
的
に
出
る
と
い
う
こ
と
は
何
か
理
性
の
問
題
と
か
、
 

分
別
の
問
題
を
撥
無
し
て
、
そ
れ
こ
そ
水
が
流
れ
る
よ
う
に
出
て
く
る 

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
自
然
法
爾
的
に
出
る
の
で
あ
っ
て
、
 

自
然
法
爾
的
に
出
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
自
然
法
爾
的
に
出 

る
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
ど
れ
だ
け
理
性
的
分
別
が
働
い
て
も
、
そ
れ 

に
も
は
や
ふ
り
ま
わ
さ
れ
な
い
。
そ
れ
に
煩
わ
さ
れ
な
い
、
む
し
ろ
理 

性
的
分
別
を
使
い
こ
な
す
立
場
に
目
覚
め
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
動
き
出 

て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
い
う
主
体
的
な
自
覚
に
立



つ

と

い
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
決
し
て
万
能
で
あ

る

と

い
う
こ
と

 

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
う
い
う
主
体
的
な
自
覚
の
上
で
、
わ
れ
わ 

れ
は
さ
ら
に
社
会
科
学
を
勉
強
し
、
自
然
科
学
を
も
勉
強
し
、
い
ろ
い 

ろ
対
象
的
世
界
に
つ
い
て
の
知
識
を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い 

う
知
識
は
根
本
的
な
自
覚
か
ら
流
れ
出
て
く
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い 

の
で
す
ね
。
け
れ
ど
も
社
会
科
学
的
.
自
然
科
学
的
な
知
識
、
あ
る
い 

は
世
界
や
社
会
に
つ
い
て
の
さ

ま

ざ

ま

な

ィ

ン

フ

ォ

メ
ィ
シ
ョ
'/
を
、
 

ど
う
判
断
し
ど
う
意
志
決
定
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
の
主
体
的
な
根 

柢
は
、
た
と
え
ば
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
と
こ
ろ
で
い
わ
れ
る
主
体 

的
自
覚
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
根
抵
に
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
う
い
う 

社
会
科
学
的
知
識
も
正
し
く
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い 

か
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
ど

う

い

う

ふ
う
に
使
い
こ
な
す
か
と
い
う

プ
a

グ

ラ

ム

は

西

 

田

哲
学
に
は
別
に
な
い
わ
け
で
あ
っ
て
、
い
ま
ま
で
の
仏
教
で
も
、
そ 

こ
で
の
具
体
的
プ

a

グ

ラ

ム

と

い
う
も
の
は
殆

ど

出

て

い
な
い
。
そ
の 

プ

a

グ

ラ

ム

は
時
代
時
代
に
よ
っ

て
当
然
違
う
わ
け
で
、
今
日
の
わ
れ 

わ
れ
は
今
日
の
状
況
に
お
い
て

、

そ

の

具
体
的
プ

口
グ

ラ

ム

を
作
ら
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
根
本
自
覚
か
ら
、
ど
の
よ
う 

に
し
て
そ

う

い

う

具
体
的
な
プ

口
グ

ラ

ム

を

作
っ
て
い
き
、
社
会
的
歴 

史
的
な
平
面
の
次
元
で
の
、
ひ
と
つ
の
理
論
を
立
て
実
践
を
や
る
か
。
 

こ
れ
は
も
う
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
っ
て
、
時
代
時
代
に 

よ
っ

て
当
然
異
な
り
ま
す
。
そ
こ
ま
で
は
西

田

哲
学
は
手
を
伸
ば
し
て 

い
な
い
の
で
す
ね
。
そ
こ
が
足
り
な
い
と
い
え
ば
、
そ
の
通
り
で
あ
り

ま
す
。
た
だ
そ
れ
は
根
本
の
問
題
が
あ
く
ま
で
何
が
窮
極
の
グ
ル
ン
ト 

か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
そ
こ
を
我
々
は
よ
く
ふ 

ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

私
が
問
題
に
す
る
の
は
、
そ
の
根
本
の
グ
ル
ン
ト
の
構
造
、
キ
ャ
ラ 

ク

タ

ー
は
ど

う

い

う

も
の
か
、
と

い

う

こ
と
で
す
。
そ
し
て
そ
の
グ
ル 

ノ
ト(

根
拠)

に
な
る
も
の
と
そ
れ
に
対
す
る
条
件
的
な
も
の
と
の
関 

係
が
可
逆
的
な
の
か
、
不
可
逆
的
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
私
に
と
っ 

て
は
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
ま
た
大
切
な
問
題
で
あ
る
わ
け
で
す
。
そ 

れ
で
私
の
考
え
で
は
真
の
グ
ル
ン
ト
は
、
絶
対
無
的
根
拠
で
あ
る
か
ら
、
 

根
拠
と
条
件
的
な
も
の
は
一
応
不
可
逆
の
関
係
に
あ
る
が
、
窮
極
的
に 

は
可
逆
的
で
あ
る
と
思
う
わ
け
で
す
。
 

一 

も
う
一
つ
の
問
題
は
、
私
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
あ
る
い
は
浄
土
真
宗
的 

理
解
が
徹
底
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
。
私
は
キ
リ
ス
一 

ト
教
の
場
合
は
根
柢
的
に
不
可
逆
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
い
ま
も 

思
っ
て
お

り

ま

す

。

そ
れ
の
拠
り
所
と
し
て
神
の
規
範
性
と
い
う
こ
と 

を

言

っ

て

い

ま

す

け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
キ

リ

ス

卜

教
理
解
と
し
て
狭

 

す

ぎ

る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な

お

話
で
し
た
。
私
は
必
ず
し
も 

神
の
規
範
性
と
い
う
こ
と
だ
け
で
神
の
超
越
性
と
か
、
あ
る
い
は
不
可 

逆
性
を
言
っ
て
お

る

の
で
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
規
範
性
を 

超
え
た
神
の
愛
と
い
う
こ

と

、

神
が
愛
で
あ

る

と

い
う
こ

と

が

キ
リ
ス
 

卜
教
で
は
一
番
大
切
な
こ

と

じ

や
な
い
か

と

思
い
ま
す
。

た
だ
そ
の
神
の
愛
と
即
ち
ア
ガ
ぺ
ー
は
、
例
え
ば
仏
教
の
ヵ
ル
ナ
ー 

(

慈
悲)

と
比
べ
た
場
合
に
、
上
か
ら
下
へ
の
愛
と
い
う
意
味
が
あ
る



の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
点C

O

ョp
a
s
s
io

n

と
かM

itle
id

e
n

 

と
訳
さ
れ
る
仏
教
の
ヵ
ル
ナ
ー
、
即
ち
同
悲
と
い
う
の
と
は
同
じ
愛
と 

い
つ
て
も
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
だ
か 

ら
神
は
ア
ガ
ぺ
ー
な
り
と
い
う
と
き
に
は
、
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に
、

一
 

種
の
上
か
ら
下
へ
と
い
う
、
不
可
逆
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
あ
る
の
で 

は
な
い
か
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
む
し
ろ
キ 

リ
ス
ト
教
の
特
徴
、
そ
の
生
命
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
仏
教
と 

キ
リ
ス
ト
教
が
出
会
わ
さ
れ
た
時
に
、
や
は
り
そ
の
こ
と
自
体
が
即
ち 

神
の
愛
に
ふ
く
ま
れ
た
不
可
逆
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
、
問
題
に
な
っ 

て
こ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

私
の
浄
土
真
宗
批
判
と
い
う
こ
と
で
す
が
。
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
極 

め
て
ベ
ィ
ン
フ

ル

な

問
題
で
あ
っ
て
あ

れ

こ

れ

論
じ
た
く
な
い
の
で
す 

が
、
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
対
話
交
流
の
場
に
は
ふ
さ
わ
し
く
あ
り
ま 

せ
ん
の
で
一
応
大
筋
だ
け
を
話
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
私
は
久
松
先
生
に 

出
会
わ
な
け
れ
ば
真
宗
を
離
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ

た

と

思
う
の 

で
す
。
私
が
親
*

に
初
め
て
出
会
っ
た
の
は
た
し
か
十
八
歳
ぐ
ら
い
の 

時
で
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
、
自
分
は
わ
り
と
道
徳
的
に
潔
癖
な
人
間
だ 

と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
初
め
てF

歎
異
抄』

を
読
ん
で
、
ま
る
で 

サ

ー

チ

ラ

ィ

ト

を

自
分
の
腹
の
中
に
射
し
込
ま
れ
た
よ

う

な

思
い
が
し 

て
で
す
ね
。
自
分
の
腹
の
中
に
真
黒
な
悪
の
塊
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
て
い
る 

と
い
う
こ
と
に
気
が
付
き
、
そ
れ
か
ら
懸
命
に
真
宗
の
門
戸
を
訪
ね
た 

わ
け
で
す
。

そ
の
こ
ろ
は
大
阪
の
商
科
大
学
に
進
ん
で
い
つ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

私
は
経
済
の
勉
強
を
い
い
加
減
に
し
て
、
芦
屋
に
あ
る
仏
教
会
館
に
入 

り
浸
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
仏
教
会
館
に
は
当
時
の
著
名
な
真
宗
学
者 

梅
原
真
隆
と
か
、
利
井
弘
隆
と
か
、
お
東
の
方
で
は
山
辺
習
学
と
か
、

い
う
方
々
が
度
び
度
び
来
ら
れ
、
日
曜
毎
の
講
演
会
に
は
数
年
間
欠
か 

さ
ず
出
席
聞
法
の
生
活
を
続
け
て
い
た
わ
け
で
す
。
自
分
の
罪
の
自
覚 

が
深
ま
る
と
と
も
に
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
こ
と
も
私
に
と
り 

リ
ア
リ
テ
ィ
を

も
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
な
お

自
己
の
は
か 

ら
い
を
投
げ
捨
て
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
。
純
粋
な 

信
仰
に
徹
す
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
。
そ
れ
で
、
こ 

の
上
は
む
し
ろ
白
分
の
理
性
の
及
ぶ
限
り
を
追
究
し
て
、
そ
の
限
界
ま 

で
に
い
く
以
外
に
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
西
洋
哲
学
を
勉
強
し
一 

ょ
う
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
真
宗
の
信
仰
に
徹
す
る
道
と
し
て
扣 

哲
学
の
勉
強
を
え
ら
ん
だ
の
で
す
。
そ
の
と
き
は
既
に
大
学
を
終
え
、

一
 

あ
る
会
社
に
勤
め
て
お
り
ま
し
た
が
、
会
社
を
辞
め
て
京
都
大
学
の
哲 

学
科
へ
入
ろ
う
と
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
太
平
洋
戦
争
が
勃
発
す
る
直
前
で
国 

を
挙
げ
て
軍
国
主
義
の
高
潮
し
て
い
る
時
期
で
し
た
。
い
っ
た
ん
と
に 

か
く
大
学
を
出
て
会
社
に
勤
め
て
お
る
者
が
、
哲
学
を
勉
強
す
る
た
め 

に
ま
た
大
学
へ
行
こ
う
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
誰
も
理
解
し
て
く
れ
な 

い
ば
か
り
か
、
こ
の
戦
時
下
お
前
は
非
国
民
だ
と
云
わ
れ
た
り
し
ま
し 

た
。
し
か
し
私
と
し
て
は
、
そ
れ
以
外
に
生
き
る
道
は
な
か
っ
た
わ
け 

で
す
か
ら
、
結
局
会
社
を
辞
め
て
再
び
学
生
に
戻
り
、
京
都
大
学
の
哲 

学
科
へ
入
っ
た
の
で
す
。
哲
学
科
で
は
田
辺
先
生
の
指
導
の
許
で
純
哲



を
専
攻
し
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
の
が
久
松
真
一
先
生
で
し
た
。

久
松
先
生
は
当
時
仏
教
学
の
助
教
授
で
し
た
が
、
御
存
知
の
よ
う
に 

浄
土
真
宗
な
い
し
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
を
も
っ
て
お
ら 

れ
ま
し
た
。
即
ち
阿
弥
陀
仏
を
信
ず
る
と
か
神
を
信
ず
る
と
い
う
の
は 

い
ま
だ
有
相
の
立
場
に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

一
段
低
い
宗
教 

で
あ
る
。
本
当
の
宗
教
は
無
相
の
自
己
に
覚
め
る
覚
の
宗
教
で
な
け
れ 

ば
な
ら
な
，い
と
い
う
こ
と
を
講
義
で
く
り
か
え
し
強
調
さ
れ
た
の
で
す
。
 

し
か
し
こ
の
よ
う
な
批
判
は
当
時
の
私
に
と
っ
て
到
底
受
け
入
れ
る
こ 

と
の
出
来
な
い
も
の
で
し
た
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
も
し
そ
れ
を
受
け
入 

れ
た
と
し
た
ら
、
い
っ
た
い
何
の
た
め
に
会
社
を
辞
め
て
学
生
に
舞
い 

戻
っ
た
の
か
、
非
国
民
と
ま
で
い
わ
れ
て
方
向
転
換
し
て
き
た
こ
と
の 

意
味
が
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
私
は
必
死
に
な

っ
て
浄
土
真
宗
と
は 

そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
の
で
す
と
云
っ
て
先
生
に
抵
抗
し
ま
し
た
。
そ 

れ
は
教
室
の
中
で
も
講
義
の
あ
と
で
も
繰
返
さ
れ
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
。
 

先
生
は
ガ
ン
と
し
て
承
知
さ
れ
な
い
。
そ
の
う
ち
に
学
道
道
場
が
創
設 

さ
れ
、
そ
こ
で
も
論
究
や
参
究
の
場
で
先
生
と
の
対
決
が
つ
づ
き
ま
し 

た
。そ

の
よ
う
に
し
て
先
生
に
対
し
て
浄
土
真
宗
の
立
場
を
明
ら
か
に
し 

よ
う
と
思
う
と
、
ど
う
し
て
も
、
自
分
の
信
仰
の
立
場
を
徹
底
さ
せ
ざ 

る
を
得
な
く
な
り
、
そ
の
あ
げ
く
の
果
て
に
、
私
に
も
ひ
と
つ
の
大
き 

な
転
機
が
訪
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て「

よ
ろ
ず
の
こ
と
は
み
な
も
て
、
 

そ
ら
ご
と
、
た
わ
ご
と
、
ま

こ

と

あ
る
こ

と

な

き

に
、
た
だ
念
仏
の
み
 

ぞ

ま

こ

と

に

て

お
わ
し
ま

す

」

と

い

う
親

*

の
言
葉
は
も
は
や
観
念
の

言
葉
で
な
し
に
、
私
の
骨
肉
に
化
し
た
言
葉
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
こ

と

を

久
松
先
生
に
申
し
上
げ
る

と

、

久
松
先
生
は
喜
ば
れ
て
、
 

そ

れ

以
後
は
私
に
対
す
る
批
判
は
な
さ
ら
な
く
な
り

ま

し

た

。

当
時
私 

は
、
自
分
に
恵
ま
れ
た
念
仏
の
信
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
に
異
質
的
な
人 

で
も
包
ん
で
い
け
る
と

い

う

、

ひ
そ
か
な
自
信
を
持
っ
て
い

ま

し

た

。

け
れ
ど
も
、
そ
の
後
、
よ
く
よ
く
み
る
と
、
ど
う
し
て
も
私
の
念
仏 

の
ま
こ
と
で
包
め
な
い
人
が
こ
の
世
に
一
人
い
る
と
い
う
こ
と
に
嫌
応 

な
く
気
付
い
た
の
で
す
。
そ
の
人
こ
そ
外
で
も
な
い
私
の
目
の
前
に
黙 

っ
て
坐
っ
て
お
ら
れ
る
久
松
真
一
と
い
う
人
そ
の
人

で

す

。久
松
先
生 

の
体
現
し
て
お
ら
れ
る
ま
こ
と
と
、
私
に
恵
ま
れ
た
念
仏
の
ま
こ
と
と
、
 

ど
う
し
て
も
ち
が
う
。
そ
し
て
私
に
恵
ま
れ
た
念
仏
の
ま
こ
と
を
も
っ 

て
は
久
松
先
生
が
体
現
し
て
お
ら
れ
る
ま
こ
と
を
包
む
こ
と
は
出
来
な 

い
。
そ
う
い
う
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し 

て
結
局
ど
ち
ら
の
ま
こ
と
*'
本
当
の
ま
こ
と
か
と
し
う
こ
と
を
突
き 

詰
め
な
け
れ
ば
、
私
と
し
て
は
、

一
日
も
生
き
て
お
れ
な
い
と
い
う
せ 

っ
ば
つ
ま
っ
た
立
場
に
立
た
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
学
道
道
場
で 

坐
禅
を
し
な
が
ら
摂
心
と
.か
、
相
互
参
究
を
通
し
て
再
び
先
生
と
の
対 

対
が
始
っ
た
わ
け
で
す
。
道
場
は
そ
の
場
合
私
に
と
り
ま
こ
と
に
有
難 

い
場
所
で
し
た
。
し
か
し
そ
の
あ
げ
く
の
果
て
、
あ
る
冬
の
摂
心
の
最 

中
、
結
局
、
私
の
念
仏
の
ま

こ

と

が

崩
壊
し
て
、

「

よ
ろ
ず
の
こ
と
は

 

み
な
も
て
、
そ
ら
ご
と
、
ま

こ

と

あ
る
こ

と

な

き

に
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ 

と
に
て
お
わ
し
ま
す」

と
い
う
、
そ
の
ま

こ

と

の

念
仏
さ
え
も
が
、
そ 

ら
ご
と
、
た
わ
ご
と
、
ま

こ

と

あ
る
こ

と

な

き

も
の
で
は
な
い
か
、
と



い
う
、
い
わ
ば一

切
虚
偽
、
あ
る
い
は
絶
対
虚
偽
と
い
う
こ
と
を
全
身 

心
を
も
っ
て
思
い
知
っ
た
の
で
し
た
。

そ
こ
で
ニ
ー
チ
ニ
の
い
う「

神
は
神
聖
な
噓
で
あ
る」

と
い
う
彼
の 

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

に
自
分
の
血
族
の
言
葉
の
よ

う

な

大
き
な
共
感
を
覚
え
た 

わ
け
で
す
。
二

ー
チH

的
な
ニ

ヒ

リ

ズ

ム

は

一
面
、
私
に
新
し
い
世
界 

を
開
い
て
、
久
松
先
生
の
立
場
を
そ
れ
ま
で
の
角
度
と
は
違
っ
た
角
度 

か
ら
理
解
す
る
道
を
ひ
ら
い
て
く
れ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
久
松
先
生
の 

無
相
の
自
己
の
立
場
を
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
報
身
仏
の
立
場
か
ら
み
る 

の
で
は
な
く
、
神
は
死
ん
だ
と

い

う

神
な
き
虚
無
の
立
場
か
ら
み
る
時
、
 

私
が
そ
れ
ま
で
ど
う
し
て
も
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た「

無
®」 

と

い

う

こ

と

の

意
味
、
禅
的
な「

無」

と

い

う

こ

と

の

意
味
を
、
い
く 

ら
か
で
も
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
ニ
ー
チ
ヱ
的
な
能
動
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
世
界
を
さ
ま
よ 

っ
て
い
る
中
に
、
私
に
大
き
な
問
題
と
し
て
出
て
き
た
の
は
、
魔
の
自 

覚
と
い
う
問
題
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
自
分
が
弥
陀
の
本
願
を
信
じ
、
念 

仏
者
は
無
碍
の
一
道
で
あ
る
と
し
て
い
た
そ
の
信
仰
の
名
の
も
と
に
自 

分
は
実
は
魔
を
行
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
魔
の
自
覚
に
気
づ 

い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
念
仏
の
場
合
は
ご
存
知
の
よ
う
に「

本
願
を
信 

ぜ
ん
に
は
、
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
念
仏
に
ま
さ
る
善
な
き
が
ゆ
え 

に
。
悪
を
も
お
そ
る
ベ
か
ら
ず
、
弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
と
の 

悪
な
き
が
ゆ
え
に」

と
い
っ
て
善
悪
を
超
え
た
無
碍
の
一
道
に
生
き
る 

わ
け
で
す
が
、
し
か
し
善
も
要
に
あ
ら
ず
悪
を
t

お
そ
れ
な
し
と 

う
の
は
、
信
仰
の
立
場
で
あ
る
と
同
時
に
悪
魔
の
立
場
で
も
あ
り
う
る

の
で
は
な
い
か
。
悪
魔
の
立
場
も
ま
た
善
悪
を
超
え
たj

種
の
自
在
の 

立
場
で
あ
り
ま
す
。
善
悪
を
越
え
た
立
場
と
い
う
の
は
信
の
立
場
で
あ 

る
と
同
時
に
魔
の
立
場
で
も
あ
り
え
ま
す
。
い
う
な
れ
ば
阿
弥
陀
仏
と 

い
う
報
身
仏
の
裏
に
は
魔
が
潜
ん
で
い
る
。
信
仰
に
よ
り
善
悪
を
超
越 

し
た
と
き
、
善
も
ほ
し
か
ら
ず
悪
を
も
お
そ
れ
ず
と
い
う
そ
の
立
場
が
、
 

そ
こ
で
は
当
然
阿
弥
陀
仏
の
立
場
と
し
て
、
あ
る
い
は
人
格
的
神
の
立 

場
と
し
て
出
会
わ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
出
会
わ
れ
た
報
身
仏
の
裏 

に
、
あ
る
い
は
人
格
的
神
の
裏
に
は
魔
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
 

通

常

自
覚
さ
れ
な
い
で
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
こ
と
が
、
私
の
場
合
、
 

久
松
先
生
と
の
対
決
を
通

し

て

私
自
身
に
明
ら
か
に
な
っ

て

き

ま

し

た

。
 

私
の
実
感
と
し
て
は
、
阿
弥
陀
仏
が
脱
落
し
た
時
、
そ
の
背
後
よ
り
ヌ 

ッ
ト
魔
が
現
わ
れ
た
と
い
う
感
じ
で
す
。

ア
ゥ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も「

人
間
はc

iv
ita

s

 

D
e

i

神
の
国
に
属
す 

る
と
同
時
にc

iv
ita

s

 

d
ia

b
o

li

悪
魔
の
国
に
属
し
て
い
る」

と
云 

っ
て
い
ま
す
。
西
田
先
生
も「

わ
れ
わ
れ
は
常
に
神
に
接
す
る
と
同
時 

に
悪
魔
に
接
し
て
い
る
の
で
あ
る」

と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
頃
私 

は
臨
済
録
を
読
み
返
し
て
驚
い
た
の
で
す
が
、
臨
済
は
は
っ
き
り
と
、
 

「

仏
魔
は
同
体
で
あ
る」

「

同
体
で
あ
る
仏
と
魔
を
弁
得
し
な
け
れ
ば
、
 

一
家
を
出
で
て
一
家
に
入
る
よ
う
な
も
の
で
、
真
の
出
家
と
は
い
え
な 

い」
と
云
っ
て
い
ま
す
™
こ
れ
は
宗
教
的
自
覚
の
最
後
の
問
題
を
非
常 

に
的
確
に
云
い
現
わ
し
た
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
そ
う
い
う
わ
け 

で
、
そ
れ
ま
で
自
分
が
善
悪
を
越
え
て
念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
な
り
と 

い
う
信
仰
の
立
場
に
あ
っ
た
時
、
仏
魔
を
弁
得
せ
ず
、
信
仰
の
名
に
お



い
て
実
は
魔
を
行
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
く
な 

り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
で
私
は
一
切
虚
偽
の
自
覚
と
魔
の
自
党
を 

通
し
て
浄
土
真
宗
を
離
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
わ
け
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
私
は
決
し
て
久
松
先
生
の
浄
土
真
宗
批
判
に
追
随
し 

て
浄
土
真
宗
を
離
れ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
久
松
先
生
は
一
切
虚
偽 

のS

覚
と
か
、
魔
の
自
覚
と
か
い
う
こ
と
は
何
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま 

せ
ん
。
た
だ
久
松
先
生
の
報
身
仏
批
判
が
私
の
浄
土
真
宗
を
離
れ
ざ
る 

を
え
な
く
な
っ
た
契
機
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
た
し
か
だ
と
思
い 

ま
す
。

私
は
今
で
も
阿
弥
陀
仏
が
有
相
の
仏
で
あ

る

と

は

思
っ
て
い

ま

せ

ん

o 

親
鸞
も
晩
年
の
自
然
法
阚
窣
で「

無
上
仏
と
申
す
は
、
か
た
ち
も
な
く 

ま

し

ま

す

。

か
た
ち
も

ま

し

ま

さ

ぬ

ゆ
え
に
、
自
然
と
は
申
す
な
り
、
 

か
た
ち
ま

し

ま

す

と

し

め

す

と

き
は
、
無
上
涅
槃
と
は
申
さ
ず
、
か
た 

ち

も

ま

し

ま

さ

ぬ

や
う
を
し

ら

せ

ん

と
て
、
は
じ
め
に
弥
陀
仏
と
そ
き 

き
な
ら
び
て
候
ふ
、
弥
陀
仏
は
自
然
の
や
う
を
し
ら
せ
ん
れ
う
な
り」

と
云
っ
て
い
る
ょ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
と
は
無
相
の
法
身
の
あ
ら
わ
れ
で 

あ
り
ま
す
。
こ
の
無
相
の
法
身
、
自
然
に
ま
で
届
い
て
い
な
け
れ
ば
、
 

真
宗
の
信
仰
と
は
い
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
は
そ
の「

自
然 

の
や
う
を
し

ら

せ
ん
れ
う

」

と

し

て

無
相
の
相
で
あ
っ
て
単
な
る
有
相 

の
仏
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
報
身
仏
と
は
正
に
こ
の
ょ
う
な
無
相
の
相
で 

あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
う
で
は
あ
り
ま
す
か
、
私
の
問
題
は
、
そ
こ
で 

は
無
相
と
い
う
こ
と
形
な
き
法
身
と
い
う
こ
と
が
、
無
相
の
側
、
形
な 

き
法
身
の
側
に
立
っ
て
自
覚
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
相
の
あ
る
報

身
仏
の
側
か
ら
云
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
云
う
こ
と
で
あ
り
ま 

す
。
無
相
の
法
身
が
、
無
相
の
相
と
し
て
の
報
身
を
通
し
て
見
ら
れ
て 

い
る
の
で
は
な
い
か
と
云
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
あ
と
で
真
宗
の
方
の 

御
意
見
を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
外
ま
だ
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る
の
で
す
が
、
時
間
が
超
過
し
ま 

し
た
の
で
省
略
し
ま
す
。
最
後
に
仏
教
は
キ
リ
ス
ト
教
を
包
み
う
る
の 

で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ

と

は

現
在
も
私
は
あ
る
意
味
で
は
そ
う
考
え 

て
お
り
ま
す
。
こ

れ

に

つ

い
て
、
さ

き

ほ

ど

本
多
先
生
は
ク

ザ

ー

ヌ

ス

 

を
引
か
れ
て
、
体
験
の
立
場
で
は
否
定
神
学
の
無
と
、
仏
教
的
無
と
は 

異
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
。
論
理
の
面
で
は
ク

ザ

ー

ヌ

ス

は

 

存
在
を
非
存
在
の
原
因
と
考
え
て
い
て
、
そ
の
逆
に
は
考
え
て
い
な
い
一 

と

い

う

こ

と

を

お

っ

し

ゃ
っ
た
。
け

れ

ど

も

こ

う

い
う
ふ
う
に
体
験
と
43 

論
理
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
果
し
て
で
き
る
か
ど
う
か
。
論
理
の
立
一 

場
で
は
存
在
を
非
存
在
の
原
因
と
考
え
、
そ
こ
に
存
在
の
非
存
在
に
対 

す

る

優
越
性
を
認
め
る
と

い

う

な

ら

ば
、
そ
の
論
理
の
立
場
は
、
根
本 

の
体
験
の
立
場
に
や
は
り
根
ざ
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
体
験
の
立
場 

に

も

何
ら
か
の
不
可
逆
的
関
係
が
ふ

く

ま

れ

て

い

る

と

い

わ

ざ

る

を

え 

な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
論
理
の
立
場
と
切
り
離
し
て
体
験
の
立
場 

で

は

そ

う

い
う
優
越
関
係
、
不
可
逆
的
関
係
は
な
く
て
、
否
定
神
学
的 

な
無
と
仏
教
の
無
と
は
体
験
的
に
は
同
じ
で
は
な
い
か
と
は
、
簡
単
に 

言
え
な
い
と

思
い
ま
す
ね
。
仏
教
の
無
と
い
う
の
は
、
さ

っ

き

申
し
ま

 

し
た
よ
う
な
報
身
仏
を
も
つ
き
抜
け
て
、
そ
の
根
抵
に
あ
る
色
も
な
く 

形
も
な
い
法
性
法
身
そ
の
も
の
に
豉
入
し
、
そ
れ
と|

つ
に
な
る
と
こ



ろ
に
自
覚
さ
れ
る
無
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
い
か
な
る
可
逆
性
も
超
え 

ら
れ
て
い
ま
す
。

キ

リ

ス

ト
教
神
秘
主
義
で
は
ダ
ズ
リ
ン
グ
•

ダ
I

ク

ネ

ス

、

(
o

3
z

z
lin

ffq

D
a

r
k

le
s

s
)

輝
く
闇
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
ま
す
ね
、
そ
れ 

は
と
こ
ま
て
も
闇
て
あ
る
け
れ
と
も
、
そ
の
間
が
そ
の
ま
ま
輝
い
て
い 

る
。
輝
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
輝
い
て
い
る
そ
の
ま
ま
が
闇
で
あ
る
。
 

そ
れ
は
決
し
て
光
が
五
c
%
で
間
が
五
〇
％
と
い
う
よ
う
な
こ
と
じ
ゃ 

な
い
で
す
ね
。一

〇
〇
％
が
闇
で
す
。
し
か
し
そ
の
ま
ま
が
一
〇
〇
% 

光
で
あ
る
。
そ
こ
に
何
れ
か
一
方
の
優
越
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
 

そ
う
い
う
こ
と
は
仏
教
の
空
の
立
場
で
は
徹
底
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
る
。
 

禅
で
い
え
ば
明
暗
双
双
底
と
い
う
こ
と
で
す
し
、
大
乗
仏
教
で
い
う
煩 

悩
即
菩
提
と
か
生
死
即
涅
槃
と
か
い
う

の

も
そ
れ
で
す
ね
。
そ
こ
に
は
一 

分
の
不
可
逆
性
も
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が一

〇
〇
％
で
あ
り
つ
つ
、
し
か 

も
完
全
な
相
互
否
定
を
介
し
て
、
矛
盾
的
に
同
一
に
な
っ
て
い
る
。
こ 

の
よ
う
な
即
非
の
立
場
に
お
い
て
は
じ
め
て
あ
ら
ゆ
る
対
象
性
と
観
念 

性
を
克
服
し
た
立
場
が
_
党
さ
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

私
は
そ
れ
は
仏
教
だ
と
か
キ
リ
ス
ト
教
だ
と
か
言
わ
な
い
で
、
人
間 

の
宗
教
性
と
し
て
突
き
詰
め
た
と
こ
ろ
は
そ
う
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
う
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
見
て
仏
教
と 

キ
リ
ス
ト
教
の
こ
と
を
言
え
ば
、
仏
教
の
空
の
立
場
は
キ
リ
ス
ト
教
の 

神
の
立
場
を
包
む
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
立
場
は
仏
教
の
空
の
立 

場
を
包
み
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
、
仏
教
の
問
題
と
し
て
は
そ 

う
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
の
立
場
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
根
源
的
不
可

逆
性
の
モ
メ
ン
ト
を
い
か
に
空
の
立
場
に
お
い
て
生
か
す
か
と
い
う

こ

 

と
が
重
要
な
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
排
除
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ

と

 

で
は
決
し
•て
な
い
の
で
す
ね
。
時
間
が
超
過
し
ま
し
た
。
ど
う
も
申
し 

わ
け
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

司
会
者
時
間
が
限
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
非
常
に
残
念
で
ご
ざ
い
ま 

す
が
、
次
に
秋
月
先
生
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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今
回
は
、
久
し
ぶ
り
に
出
席
さ
れ
た
阿
部
さ
ん
が
、
本
多
さ
ん
の
批 

判
を
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
若
干
私
の
考
え
方
を
話 

し
ま
す
。

さ
っ
き
の
阿
部
さ
ん
の
話
に
私
は
根
本
的
な
批
判
が
あ
る
の
で
す
。
 

そ
れ
は「

不
可
逆」

と

い

う

こ

と

を

論
ず
る
場
合
、
や
は
り
滝
沢
先
生 

の「

不
可
分
•
不
可
同
•
不
可
逆」

と
い
う
路
線
の
上
で「

不
可
逆」 

を
論
ず
べ
き
だ
と
思
う
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
な
の
に
、
阿
部
さ
ん
は
、
 

自
分
は
昔
か
ら「

可
逆」

と

「

不
可
逆」

の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
た 

の
だ
と
い
っ
て
、
ご
自
身
の「

可
逆
•
不
可
逆」

を
語
ら
れ
る
。
そ
れ 

は
阿
部
さ
ん
の
お
立
場
で
す
か
ら
、
そ
れ
で
結
構
な
の
で
す
が
、

r

不 

可
逆」

を
問
題
に
す
る
か
ら
に
は
、
淹
沢
先
生
が
言
い
出
さ
れ
た
と
こ 

ろ
か
ら
論
ず
べ
き
だ
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
私
た
ち
四
人
の
先 

の
本
も「

滝
沢
神
学
と
の
対
話
を
求
め
て」

と
副
題
を
つ
け
て
出
版
し 

た
わ
け
で
す
。
私
は
こ
こ
で
も
や
は
り
滝
沢
先
生
の
言
わ
れ
た
意
味
で 

の「

不
可
逆」

を
中
心
に
し

な

い

と

、

話
が
全
然
め
い
め
い
勝
手
な
方

向
に
そ
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
て
は
困
る
と
思
う
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
、
 

ま
ず
一
つ
第
一
に
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ

っ

き

か

ら

西
田
哲
学
の「

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一」

が
問
題
に
な 

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
西
田
哲
学
と
い
う
も
の
を
見
る
場
合 

に
、
そ
の
初
期
の「

純
粋
経
験」

を
中
心
と
し
て
見
る
人
と
、
淹
沢
先 

生
の
よ
う
に
こ

の

哲
学
を
前
期
と
後
期
と
に
截
然
と
分
け
て
、
前
期
西 

田
哲
学
、
す
な
わ
ち「

純
粋
経
験」

の
立
場
は
ま
だ
本
当
の
西
田
哲
学 

で
は
な
い
の
だ
と
し
て
、
後
期
の「

場
所」

の
論
理
で
、
は
じ
め
て
西 

田
哲
学
は
西
田
哲
学
に
な
っ
た

と

い

う

ふ
う
に
見
る
人
と
が
あ
り
ま
す
。
 

私
は
後
者
の
説
に
賛
成
で
す
が
、
そ
の
中
で
も
西
田
哲
学
の「

場
所
の 

論
理」

の
焦
点
は「

逆
対
応」

の
説
に
あ
る
と
い
う
務
台
理
作
先
生
の 

説
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
す
。

滝
沢
先
生
は
早
く
に『

西
田
哲
学
の
根
本
問
題』

と

い

う

木
を
出

さ

 

れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
中
で
、
高
山
岩
男
•
高
坂
正
顕
•
西
谷
啓 

治
と
い
う
、
名
に
し
お
う
西
田
先
生
の
高
弟
が
た
を
、
ま
っ
た
く
彼
等



は
師
の
西
田
先
生
の
真
の
意
を
理
解
し
て
い
な
い
と
い
っ
て
、
厳
し
く 

批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
私
は
こ
れ
は
今
日
の
西
谷
先
生
の
こ
と 

を
3

に
し
て
、
あ
の
と
き
の
滝
沢
先
生
の
批
¥1
は
当
た

っ

て
L

る

と

思 

う
の
で
す
ね
。
田
辺
元
が
西
田
哲
学
を
理
解
し
て
な
い
。
高
山
岩
男
も 

高
坂
正
顕
も
根
本
的
に
分
か
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
高
山
氏
が
右
翼 

の
思
想
家
み
た
い
に
な
る
の
は
当
然
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
高
山 

氏
の「

呼
芯」

の
論
理
な
ど
と
い
う
の
は
、
あ
れ
は
西
田
哲
学
と
は
違 

う
と
思
い
ま
す
。
高
坂
氏
の
西
田
哲
学
の
解
説
は
分
か
り
や
す
い
が
、
 

「

弁
証
法
は
ご
ま
か
し
の
論
理
だ」
な
ど
と
い
う
の
で
は
話
に
な
ら
な 

い
。
し
か
し
、
西
田
先
生
に
直
接
京
都
大
学
で
教
わ
っ
た
直
弟
子
の
人 

々
は
、

「

滝
沢
さ
ん
は
キ
リ
ス
ト
教
だ」

と
言
っ
て
、
哲
学
者
と
し
て 

は
あ
ま
り
重
要
視
し
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
西
田
先
生
ご
自
身
は
、

鈴
木
大
拙
先
生
に「

私
が
育
て
た
京
大
の
弟
子
た
ち
は
、
田
辺
君
を
は 

じ
め
と
し
て
、
誰
も
私
の
こ
と
を
理
解
し
て
く
れ
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
 

キ
リ
ス
ト
教
の
男
で
、
私
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
一
番
ょ
く
理
解
し
て 

く
れ
て
い
る
者
が
い
る」

と
言
っ
て
認
め
ら
れ
た
と
い
う
の
で
す
。
こ 

の
こ
と
は
、
あ
る
と
き「

西
田
が
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
た」
と 

言
っ
て
、

「

滝
沢
と
い
う
人
の
本
を
読
ん
で
み
た
い
か
ら
見
せ
て
た
も 

れ」

と
い
う
こ
と
を
鈴
木
先
生
が
私
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま 

す
。こ

れ
は
鈴
木
大
拙
と
西
田
寸
心
の
滝
沢
克
己
に
対
す
る
証
言
で
あ
り 

ま
す
。
昨
日
私
が
言
っ
た「

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一」

を
公
案
に
し
て•  

も
よ
い

と

西
田
先
生
が
務
台
先
生
に
お

つ
し
や

つ

た

と

い

う

こ

と

と

と

も
に
、
西
田
哲
学
を
研
究
す
る
上
に
お
い
て
の
大
変
た
い
せ
つ
な
証
言 

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
記
録
に
残
す
だ
け
で
も
今
回
の
私
の
発
言
の 

意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
そ
う
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

さ
て
、

「

逆
対
応」

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
私
は
こ
の
思
想
が
西
田 

哲
学
の「

場
所
の
論
理
学」

®
焦
点
と
い
う
か
、
メ
ド
の
よ
う
な
も
の 

だ
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

ま
あ
、
さ
っ
き
か
ら「

対
象
論
理」

と

「

場
所
の
論
理」

と
い
う
こ 

と
が
話

に

出
て
、
み
な
さ
ん
は
も
う
自

明

の

こ

と

の

よ

う

に
お
っ
し
ゃ 

る
の
で
す
け
れ
ど
も
、

「

場
所
の
論
理」

に
対
す
る「

対
象
論
理」

を 

悪
の
根
源
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
何
か
と
て
も
悪
い
も
の
の
よ
う 

に「

対
象
論
理」

と
い
う
言
葉
を
使
わ
れ
る
よ
う
に
聞
こ
え
て
く
る
の
一 

で
す
け
れ
ど
も
。
い
っ
た
い「

対
象
論
理」

と

は

何
か
と
い
う

こ

と

を
、
46 

こ
こ
で
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
 

一
 

そ
れ
は
自
分
だ
け
が
世
界
の
外
に
い
て
世
界
を
見
て
い
る
眼
で
あ
る 

か
の
よ
う
に
、
自
我
と
い
う
も
の
を
設
定
し
て
い
る
の
が「

対
象
論
理」 

で
す
。
こ
う
し
て
、
自

我

と

世
界
、
主
観
と
客
観
と
を
分
け
て
、
で
き 

る
だ
け
主
観
を
排
除
し
て
す
べ
て
を
客
観
と
し
て
対
象
化
す
る
。
そ
し 

て
そ
の
対
象
化
さ
れ
た
も
の
を
要
素
に
分
析
し
て
、
要
素
と
要
素
と
の 

間
の
メ

ヵ

ニ
ズ
ム
を
取
り
出
す
。
そ
れ
を「

法
則」

と

い

う

。

い
っ
た 

ん
法
則
を
摑
む
と
、
そ
の
法
則
を
使
っ
て
自
然
界
な
い
し
社
会
を
再
構 

成
す
る
。
そ
れ
が「

技
術」

で
す
。
こ
う
い
う
の
が「

近
代
科
学」

と 

い

う

も
の
で
す
ね
。
そ
こ
に
働
い
て
い
る
の
が

「

対
象
論
理」

で
す
。
 

こ
れ
は
こ
れ
で
近
代
科
学
の
論
理
と
し
て
有
功
で
し
た
。
し
か
し
、



科
学
だ
け
で
な
し
に
哲
学
ま
で
こ
の
論
理
で
い
け
る
と
考
え
た
と
こ
ろ 

に
、
こ
れ
ま
で
の
哲
学
の
誤
り
が
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
西
田
哲
学
の 

批
判
で
し
た
。
そ
こ
に
打
ち
出
さ
れ
た
の
が「

場
所
の
論
理」

で
す
ね
。

自
分
'だ
け
が
世
界
の
外
に
い
て
、
あ
た
か
も
世
界
を
見
る
眼
で
あ
る 

か
の
ょ
う
に
自
我
を
設
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
自
我
は
世
界
の
中
に
い 

る
。

「

場
所」

に「

於
て
あ
る
も
の」

な
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
、
そ 

の「

創
造
的
な
世
界」

の「
創
造
的
な
契
機」

と
し
て
働
い
て
い
る
の 

で
す
ね
。
こ
れ
が
西
田
先
生
の
根
本
的
な
考
え
方
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
 

そ
の
た
め
に
は
、
自
我
と
い
う「

単
な
る
個」

が
、

「

場
所
的
個」

と 

し
て
の
自
己
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
わ
け
で
す
。
黾
な
る 

「

個」

が

「

超
個
の
個」

に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
目
覚 

め
が
、

「

般
若」

す
な
わ
ち
仏
教
の
"
悟
り
の
智
慧
"
に
な
る
わ
け
で 

す
。こ

の
エ
ゴ
が
セ
ル
フ
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
に
、
先
に
申
し
ま
し 

た

「

逆
対
応
の
論
理」

と
い
う
こ
と
が
関
わ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
こ 

の「

逆
対
応」

に
つ
い
て
も
、
ま
た
誤
解
が
あ
り
ま
し
て
、
い
っ
ぺ
ん 

「

正」

対
応
を
考
え
て
、
そ
の
上
で
そ
の「

逆」

の
対
応
を
考
え
る
と 

い
う
誤
り
で
す
。
し
か
し
、
西
田
先
生
は
そ
ん
な
こ
と
ニ
言
も
言
っ
て 

は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
西
田
哲
学
の「

逆
対
応」

を
考
え
る
の
に
は
、「

正 

対
応」

な
ど
と
し
う
こ
と
は
不
用
で
す
。

「

逆
対
応」

と
い
う
の
は
、
 

「

逆
対
応」

こ
そ
が「

真
の
対
応」

だ
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
が
西
田 

先
生
の
考
え
方
で
す
。

で
は
、
い
っ
た
い
、

「

場
所
の
論
理」

と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る

力
と
し
う
と

科
学
で
も「

場」

と

し

う

こ

と

を

申
し

ま

す

が

、

そ

う

 

い
う
科
学
の「

場」

と

は

違
っ
て
、
こ
こ
で
は
哲
学
で
い
う「

場
所」

で

す

。
物
理
学
の「

場」

と

い

う

の

は

、

複
雑
な
物
理
的
現
象
を「

物
 

理
学
的
な
場」

の
自
B -
限
定
と
し

て

捉
え
よ
う
と

い

う

こ

と

で

し

ょ

う

。
 

そ

し

て

、

「

生
物
学
的
な
場」

と

い

う

も
の
が
あ

り

、

「

心
理
学
的
な 

場」

と

い

う

も

の

が

あ

る

。

そ

れ

は

、

さ
っ
き
阿
部
先
生
が
言
わ
れ
た 

よ

う

に

、

「

有
の
場
所」

で

あ

り

ま

す

。

そ

れ

に

対

し

て

、

西
田
先
生 

が

言
わ
れ
た
の

は

、

「

無
の
場
所」

で

す

ね

。

こ

の

「

無

」

と

い

う

と

 

こ

ろ

に

、

「

逆
対
応
の
論
理」

が

関

わ

る

わ

け

で

す

。

し
か
し
、

「

有」

の
場
で
は
、
物
理
学
の
今
日
の
問
題
も
説
け
な
い
。
 

そ
こ
で
、

ニ
ュ
ー
エ
ィ
ジ
•
サ
ィ
エ
ン
ス
の
カ
プ
ラ
氏
な
ど
は
、
そ
の

解
決
を「

近
代
西
洋
科
学」

に
対
す
る「

東
洋
神
秘
思
想」

に

求

め

て
47 

い
る
こ

と

は

、

周
知
の
と
こ

ろ

で

す

。

し

か

し

、

カ
ブ
ラ
氏

た

ち

は
言
一 

い
っ
放
し
で
科
学
者
と
し
て
の
検
証
を
欠
い
て
い
る
と
批
判
し
て
、
彼 

ら
と
一
線
を
画
し
つ
つ「

新
し
い
科
学
の
創
造」

を
考
え
て
い
る
の
が
、
 

東
大
の
清
水
博
教
授
で
す
。
清
水
さ
ん
と
は
、
求
め
ら
れ
て
時
々
話
す 

機
会
が
あ
り
ま
す
が
、
彼
は
最
近
は
は
っ
き
り
自
分
の
考
え
る
新
し
い 

科
学
の
創
造
に「

禅
仏
教」

と

「

西
田
哲
学」

が
何
か
を
教
え
て
く
れ 

る
の
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ

こ

も

、先
の「

有
の
場」

と

、
 

「

無
の
場
所」

と
の
問
題
が
か
ら
ん
で
い
ま
す
。

「

絶
対
矛
盾
的

自
己
同
一J

と

い

う

こ

と

は

「

有
の
場」

の
中

に

も 

働
い
て
い

ま

す

。

し

か

し

、

本
当
の「

絶
対
矛
盾
の
自
己
同
一」

は

、

「

無
の
場
所」
の
論
理
で
、
そ
う
で
な
い
と
、

「

絶
対
の」

と
い
う
形



容
詞
の
意
味
が
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
人
間「

実
存」

の
論
理
で
す
。
 

で
す
か
ら
、

「

逆
対
応
の
論
理」

は
、
宗
教
的
世
界
の
こ
と
で
す
。
そ 

れ
は「

絶
対
者」

(

超
個)

と

「

相
対
者」

(

個)

と
の
間
の「

逆
対
応」 

で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
を「

絶
対
無
的
場
所(

弁
証
法
的
一
般
者)

の 

自
己
限
定」

と
し
て
、
何
か
一
元
的
な
限
定
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
に 

は
無
理
が
あ
り
ま
す
。
す
で
に
早
く
滝
沢
先
生
は
こ
の
こ
と
を
西
田
哲 

学
へ
の
疑
問
と
し
て
提
出
し
ま
し
た
。
私
は
そ
れ
に
西
田
先
生
が
最
後 

の

『

第
七
論
文
集』

で
答
え
ら
れ
た
の
が
、

「

逆
対
応
の
論
理」

だ
と 

考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
概
念
と
し
て
は
、
で
す
か
ら
最
後
に
出
て
来
た
も
の
で
す
が
、
 

こ
の
思
想
は
実
は
西
田
哲
学
で
は
、
初
期
の「
純
粋
経
験」

の
説
以
来
、
 

「

そ
れ
み
ず
か
ら
に
と
っ
て
先
な
る
も
の」

と
し
て
こ
の
哲
学
の
考
え 

方
の
根
底
に
あ
っ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
が
最
後
に「
我
々
に
と
っ
て
先 

な
る
も
の」

と

し

て

あ

の「

場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観」

の
論 

文
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、

「

逆
対
応」

が

「
場
所
の 

論
理」

の
焦
点
な
ん
だ
か
ら
、
こ
こ
か
ら
も
う
一
度
、
す
べ
て
を
考
え 

直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
、
今
回
の
本
多
さ
ん
の
発
言
に
対
し
て
、
私 

は
ま
す
ま
す
強
く
こ
の
こ
と
を
痛
感
し
た
次
第
で
す
。

司
会
者
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
本
多
先
生
に
お 

答
え
い
た
だ
き
ま
す
。

本

多

も
う
お
答
え
す
る
よ
う
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
ご
ざ
い
ま
せ
ん 

で
、
阿
部
先
生
、
秋
月
先
生
の
今
の
、
い
ろ
ん
な
コ
メ
ン
ト
を
大
変
身

に
沁
み
る
思
い
で
あ
り
が
た
く
拝
聴
し
ま
し
た
。

い
ろ
い
ろ
教
え
ら
れ
て
、
多
少
で
す
ね
、
聞
き
な
が
ら
気
に
な
っ
た 

点
が
な
い
で
も
な
い
の
で
す
が
。
私
は
個
人
的
に
阿
部
先
生
の
浄
土
真 

宗
体
験
の
経
緯
を
昔
か
ら
関
心
を
も
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
経
緯
が 

だ
い
ぶ
明
ら
か
に
は
な
っ
て
ま
'
い
り
ま
し
た
が
、
ど
う
も
、

「

魔
を
行 

じ
て
い
た」

と
、
念
仏
に
で
す
ね
、
こ
れ
が
ま
だ
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。

「

仏
と
魔
が
同
体
だ」

と
。
こ
れ
は『

聖
書』

の
中
に
悪
魔
が
光
の
天 

使
に
扮
し
て
活
躍
す
る
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
 

そ
う
い
う『

聖
書』

の
言
葉
と
同
じ
意
味
で
そ
れ
を
考
え
て
い
い
の
で 

し
ょ
う
か
。
こ
れ
が
ち
ょ
っ
と
分
か
り
ま
せ
ん
。

先
生
が
ど
う
し
て「

決
定
の
信」

が
崩
壊
し
た
の
か
、
崩

壊

す

る

よ
一 

う
な
信
心
は
決
定
の
信
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
私

は

ず

っ
48 

と
疑
問
に
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
さ
き
ほ
ど
の
ご
説
明
で
、
そ
の
点
一 

い
く
ぶ
ん
分
か
っ
て
き
た
の
で
す
け
れ
ど
も
。
無
相
に
足
が
届
い
て
い 

た
の
に
、
そ
の
足
が
も
う
一
度
引
き
抜
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
と
い
う 

感
じ
が
す
る
わ
け
で
す
ね
。

も
う
一
つ
は「

仏
教
が
キ
リ
ス
ト
教
を
包
む」

と
し
う
こ
と
で
ク 

ザ
ー
ヌ
ス
の
体
験
と
論
理
の
こ
と
に
お
触
れ
に
な
り
ま
し
た
が
、
私
も 

申
し
あ
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
体
験
と
論
理
を
分
け
る
こ
と
は
、
引
き
離 

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
不
一
一
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
な
が
ら
不
一
の
面 

を
無
視
で
き
な
い
特
殊
た
事
情
が
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
の
中 

は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
昨
日
以
来
強
調
し
て
き
た
。
と
申
し
ま
す 

の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
ニ
千
年
来
、
論
理
的
な
悩
み
を
引
き
ず
っ
て



き

た

、

と

。キ
リ
ス
ト
教
独
自
の
論
理
と
い
う
も
の
を
見
出
し
え
ず
に 

き

た

と

、い
う
こ
と
が
ク

ザ

ー

ヌ
ス
の
場
合
に
も
見
ら
れ
る
。
だ
か
ら 

体
験
の
内
実
と
論
理
的
な
表
現
の
次
元
と
は
、
言
葉
が
や
は
り
、
ニ
つ 

に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
る
わ
け 

で

す

。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
論
理
的
な
悩
み
と
い
う
特
殊
性
に
注
目 

し

て

い

た

だ

き

た

い

と
、
そ
う
い
う
気
が
い

た

し

ま

す

。

そ
れ
か
ら
秋
月
先
生
の
本
を
読
み
な
が
ら
、
今
お
話
を
聞
き
ま
し
て
、
 

ま
す
ま
す
は
っ
き
り
し
て
き
た
こ
と
は
、「

初
め
に
逆
対
応
が
あ
り
き」 

で
あ
る
、
こ
の
テ
ー
ゼ
で
す
ね
。
こ
れ
私
も
、
こ
れ
か
ら
も
う
少
し
嚙

み
し
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
の
問
題
点
は
、

「
H

ゴ」

と

「

セ
ル
フ」

と
い
う
言
葉
で 

す
ね
。
こ
れ
は
心
理
学
で
使
う
と
き
の「

H

ゴ」

と

「

セ
ル
フ」

と
、
 

宗
教
哲
学
で
使
う
と
き
のr  

h

ゴ」

と

「

セ
ル
フ」

は
、
か
な
り
視
点 

が
違
う
の
じ
や
な
い
か
と
、
こ
れ
ら
を
ゴ
ッ
チ
ャ
に
し
て
語
る
と
い
う 

こ
と
は
ど
う
だ
ろ
う
と

、

前
か
ら
疑
問
に
思
っ
て
い
た
の
で
す
け

れ

ど

 

も
。
そ
の
点
を
少
し
整
理
し
て
い
か
な
け
れ
ば
共
通
の
議
論
は
で
き
な 

い
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
け

れ

ど

。

ま

あ

、
ま
だ
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す 

け

れ

ど

も

、今
回
は
こ
れ
ぐ
ら
い
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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