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本
論
は
西
田
哲
学
、
特
に
そ
の
後
期
の
立
場
に
つ
い
て
宗
教
の
立
場
よ

り
考
察
し
て
行
き
た
い
と
思
う
。

　
西
田
哲
学
は
世
界
成
立
の
根
源
的
事
実
を
論
理
的
に
肥
り
下
げ
ん
と
し

た
哲
学
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
西
田
哲
学
は
そ
の
哲
学

成
立
か
ら
宗
教
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
宗
教
が
信
ぜ

ら
れ
る
か
ら
と
か
信
ぜ
ら
れ
な
い
か
ら
と
か
と
云
う
こ
と
に
関
係
な
く
、

世
界
は
そ
の
成
立
の
根
本
構
造
か
ら
云
っ
て
宗
教
的
世
界
に
外
な
ら
な
い

と
云
う
意
味
で
あ
る
。

　
西
田
哲
学
は
世
界
成
立
の
根
本
原
理
を
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
す
る
。

こ
れ
は
後
期
に
於
て
は
逆
限
定
、
逆
対
応
な
る
更
に
徹
底
し
た
言
葉
で
表

現
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
原
理
は
西
田
哲
学
全
体
に
通
ず
る
原
理
で
あ
る

と
と
も
に
、
特
に
宗
教
的
世
界
を
明
示
し
た
言
葉
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
絶
対
者
の
世
界
は
、
何
処
ま
で
も
矛
盾
的
自
己
同
】
的
に
、
多
と
一
と

の
逆
限
定
的
に
、
す
べ
て
の
も
の
が
逆
対
応
の
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。
…
我
々
の
自
己
は
、
何
処
ま
で
も
絶
対
的
一
国
と
即
ち
神
と
、
逆
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

定
的
に
、
逆
対
応
的
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
凶

普
通
、
科
学
の
世
界
は
専
門
化
す
れ
ば
す
る
程
、
特
殊
な
方
向
へ
向
っ

て
行
く
が
、
哲
学
に
於
て
は
そ
れ
が
徹
底
す
れ
ば
す
る
程
、
普
遍
的
根
源

的
方
向
に
向
っ
て
行
く
。
西
田
哲
学
は
世
界
を
、
か
か
る
根
本
原
理
で
こ

れ
を
集
約
的
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
矛
盾
的
自
己
同
一
と
逆
対
応

の
両
概
念
の
関
係
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
西
田
哲
学
は
現
実
世
界
を
如
何
に
見
た
か
。
西
田
哲
学
は
先
ず
個
物
を

徹
底
的
に
追
求
し
た
。
個
物
は
他
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
ず
、
自
己
自
身
を

限
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
な
ら
真
の
個
物
で
は

な
い
。
し
か
も
個
物
は
独
立
し
て
い
る
他
の
個
物
に
対
す
る
も
の
で
あ
る

と
共
に
、
個
物
は
個
物
と
個
物
を
媒
介
す
る
も
の
、
一
般
者
に
予
て
あ
る

こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
同
時
に
】
般
者
が

個
物
を
限
定
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
が
他
方
、
一
般
者
に

三
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四

よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
個
物
は
真
の
個
物
と
は
云
え
な
い
。
か
く
て
個
物
と

一
般
者
は
右
の
如
く
相
矛
盾
す
る
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
対

象
論
理
的
に
は
結
び
つ
く
べ
き
で
な
い
こ
の
両
者
が
、
現
実
は
結
び
つ
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
現
実
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
な
る
も
の
と
云

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
即
多
、
多
即
一
で
あ
る
。
然
も
こ
の
弁
証
法
的
一

般
者
は
個
物
の
外
に
何
か
有
と
し
て
あ
る
場
所
で
は
な
い
。
一
般
者
が
有

と
し
て
あ
る
な
ら
ば
個
物
の
独
立
と
自
由
は
阻
害
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
あ
く
ま
で
無
の
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
絶
対
無
の
場
所

的
限
定
、
絶
対
無
の
自
己
限
定
と
云
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
有
の
場
所
に

断
て
あ
る
な
ら
ば
、
有
な
る
一
般
者
の
自
己
限
定
と
し
て
真
の
個
物
は
成

立
し
な
い
。
無
の
場
所
的
限
定
に
よ
っ
て
の
み
、
個
物
は
個
物
と
し
て
の

独
立
と
自
由
を
維
持
し
つ
つ
、
個
物
相
互
の
限
定
を
も
成
立
せ
し
め
る
。

例
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
で
は
、
一
般
者
が
絶
対
無
と
し
て
把
握
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

て
い
な
い
故
に
真
の
個
物
が
出
て
来
な
い
の
で
あ
る
。

　
西
田
哲
学
の
立
場
で
は
、
か
く
一
般
者
が
自
己
を
限
定
す
る
こ
と
は
個

物
を
消
失
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
個
物
が
個
物
の
自
主
性
、

独
立
性
を
発
揮
し
て
自
己
が
自
己
を
表
現
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
個
物

が
自
己
自
身
を
限
定
し
そ
の
自
主
性
、
独
立
性
を
完
全
に
発
揮
し
且
つ
表

現
す
る
こ
と
が
、
却
っ
て
真
の
一
般
者
の
自
己
限
定
、
自
己
表
現
に
外
な

ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
絶
対
の
自
己
否
定
が
媒
介
と
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
始
め
て
成
立
す
る
。
全
体
的
一
（
一
般
者
）
は
個
物
的
多
（
個

物
）
の
自
己
否
定
的
一
で
あ
り
、
個
物
仁
多
は
全
体
的
一
の
自
己
否
定
的

多
で
あ
る
。
　
一
般
者
と
個
物
が
自
己
否
定
を
媒
介
と
し
て
一
で
あ
る
。
か

く
否
定
を
媒
介
と
し
て
一
即
値
、
多
即
一
で
あ
る
所
に
絶
対
無
を
説
く
西

田
哲
学
の
特
徴
が
あ
る
。
こ
こ
に
所
謂
、
西
洋
神
秘
主
義
と
も
異
る
所
が

　
　
　
　
　
（
2
）

あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
V

　
（
注
）
　
例
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
於
て
、
世
界
精
神
が
自
ら
を
実
現
す
る

　
の
は
個
人
の
犠
牲
、
活
動
、
情
熱
を
通
し
て
で
あ
る
。
即
ち
個
人
の
活
動
は
世
界
が

自
己
を
実
現
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
で
あ
り
、
個
人
は
云
わ
ば
世
界
の
自
己
限
定
、

自
己
表
現
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
個
人
は
世
界
精
神
な
る
普
遍
的
意
志
に

操
ら
れ
、
従
っ
て
個
人
よ
り
も
普
遍
的
一
般
者
が
優
先
し
、
結
果
的
に
は
個
人
の
自

主
性
は
普
遍
の
内
に
消
失
し
て
し
ま
う
こ
と
と
な
り
、
普
遍
的
精
神
は
個
人
を
越

え
た
も
の
と
し
て
自
己
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
彼
の
弁
証
法
は
内
に
向
っ
て

は
弁
証
法
的
で
あ
り
、
否
定
を
媒
介
し
て
い
る
に
拘
ら
ず
、
自
己
自
身
、
精
神
自
体

に
対
し
て
は
絶
対
否
定
を
欠
い
て
い
る
。
凡
そ
彼
に
於
て
精
神
と
は
無
媒
介
的
実
体

で
あ
る
べ
き
で
な
く
、
自
己
疎
外
と
自
己
還
帰
の
弁
証
法
的
運
動
に
於
て
こ
そ
存
在

す
る
精
神
で
あ
っ
て
も
、
然
も
「
絶
対
精
神
は
永
久
に
自
己
に
於
て
あ
る
同
一
性
で

あ
る
と
同
時
に
、
自
己
内
へ
復
帰
す
る
と
こ
ろ
の
且
つ
自
己
内
へ
復
帰
し
た
同
一
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

で
あ
る
。
そ
れ
は
精
神
的
実
体
と
し
て
唯
一
に
し
て
普
遍
な
る
実
体
で
あ
る
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
如
く
最
高
の
有
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
精
神
は
自
己
肯
定
さ
れ
、
自

己
自
身
の
絶
対
否
定
は
見
ら
れ
な
い
。

し
か
し
一
般
者
が
有
で
な
く
同
じ
く
無
の
立
場
に
立
つ
哲
学
に
於
て
、

西
田
哲
学
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
に
批
判
的
立
場
に
立
つ
も
の
に
田
辺

哲
学
が
あ
る
。
田
辺
一
州
は
種
の
論
理
、
繊
悔
道
の
哲
学
、
哲
学
入
門
等

で
西
田
哲
学
の
場
所
や
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
に
つ
い
て
種
々
批
判
し
て

い
ら
れ
る
。

　
「
直
観
の
無
媒
介
的
な
る
統
一
は
最
早
絶
対
と
相
対
と
の
超
越
的
他
者

的
対
立
と
そ
の
転
換
と
媒
介
を
喪
失
す
る
。
絶
対
矛
盾
の
自
己
同
一
と
い
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ふ
所
以
で
あ
る
。
し
か
し
自
己
同
一
で
あ
る
以
上
は
、
い
か
に
矛
盾
的
で

あ
る
に
し
て
も
相
対
が
無
と
し
て
の
絶
対
に
媒
介
と
な
り
、
そ
れ
に
協
同

奉
仕
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
何
と
な
れ
ば
絶
対
は
自
己
同
一

の
結
果
、
弁
証
法
を
越
え
て
之
を
包
む
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か

　
　
　
　
（
5
）

ら
で
あ
る
已
　
「
無
の
場
所
と
か
行
為
的
直
観
と
か
い
ふ
概
念
に
依
っ
て
立

つ
、
い
は
ゆ
る
場
所
の
論
理
は
…
…
実
は
弁
証
法
の
媒
介
性
を
徹
底
す
る

も
の
と
は
い
は
れ
な
い
。
最
後
に
絶
対
者
の
無
媒
介
的
一
方
的
限
定
を
も

っ
て
、
直
観
的
に
相
対
者
の
個
別
的
全
体
を
統
一
し
よ
う
と
す
る
点
に
於

て
、
絶
対
は
単
に
相
対
の
矛
盾
を
包
む
自
己
同
一
者
で
あ
る
と
い
ふ
超
越

的
場
所
性
を
残
す
も
の
と
考
へ
ざ
る
を
得
な
い
。
…
い
か
に
そ
の
一
者
が

弁
証
法
的
否
定
的
媒
介
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
力
説
し
て
も
、
最
後
に
包

越
的
統
一
を
一
者
の
直
観
と
し
て
認
め
る
以
上
は
、
も
は
や
無
と
い
は
れ

な
い
超
存
在
者
が
、
存
在
の
根
抵
と
し
て
優
先
し
、
自
己
否
定
的
で
な
く

そ
れ
自
身
直
接
に
充
溢
発
出
す
る
と
こ
ろ
の
光
源
と
し
て
太
陽
に
比
較
さ

れ
る
わ
け
で
す
。
…
従
っ
て
そ
れ
は
な
お
神
秘
主
義
の
残
澤
を
留
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

弁
証
法
の
徹
底
で
あ
る
と
は
い
は
れ
ま
せ
ん
已
　
「
自
己
同
一
の
無
は
最
早

媒
介
を
絶
し
て
有
に
近
づ
く
。
…
そ
こ
に
は
最
早
自
他
の
対
立
を
絶
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

る
同
一
が
張
ら
れ
て
、
転
換
を
語
る
余
地
が
無
い
已
と
。
従
っ
て
自
己
同

一
と
云
わ
れ
る
以
上
は
い
か
に
矛
盾
的
弁
証
法
的
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
根

底
に
弁
証
法
を
超
え
て
こ
れ
を
包
む
同
一
が
張
ら
れ
て
、
否
定
的
媒
介
が

失
わ
れ
、
直
観
の
立
場
に
立
つ
神
秘
主
義
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
真
の
弁

証
法
た
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
西
田
哲
学
で
は
一
と
多
、
絶
対
と
相
対
が
否
定
を
媒
介
と
し
、

後
期
西
田
哲
学
に
つ
い
て
の
宗
教
的
考
察

逆
対
応
的
に
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
自
己
同
一
と
云
う
こ
と
が
単

な
る
自
己
同
一
、
直
接
的
無
媒
介
的
な
一
と
云
う
こ
と
で
は
な
く
し
て
、

自
己
同
一
が
即
絶
対
矛
盾
で
あ
り
、
絶
対
矛
盾
が
即
自
己
同
一
で
あ
っ
て
、

絶
対
矛
盾
の
底
に
こ
れ
を
包
む
自
己
同
一
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
　
「
実
在
と
云
ふ
の
は
、
…
多
と
一
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
に
於
て

自
己
自
身
を
有
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
多
に
於
て
基
底

を
有
つ
こ
と
も
で
き
な
い
、
一
に
起
て
基
底
を
有
つ
こ
と
も
で
き
な
い
。

斯
の
如
く
、
多
と
一
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
に
於
て
自
己
自
身
を
有
つ
も

の
は
、
自
己
自
身
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
、
自
己
表
現
に
於
て
自
己
を

有
つ
も
の
で
あ
（
雫
」
と
云
わ
れ
て
い
る
が
」
即
多
多
即
一
で
あ
・

て
、
単
な
る
一
で
も
な
く
、
単
な
る
多
で
も
な
い
。
一
滴
多
、
多
即
一
が

無
の
構
造
で
あ
る
。
例
え
ば
仏
教
の
空
は
、
単
な
る
空
で
も
な
く
、
不
空

で
も
な
い
。
色
即
是
空
、
空
即
是
色
が
真
の
空
で
あ
り
、
実
相
で
あ
る
。

西
田
哲
学
の
絶
対
無
も
か
か
る
無
で
あ
る
。
ま
た
西
田
哲
学
に
対
し
、
自

己
否
定
を
欠
い
た
神
秘
主
義
的
立
場
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
　
「
絶
対
否
定

か
ら
個
が
成
立
す
る
と
云
ふ
所
に
、
私
の
場
所
的
論
理
と
神
秘
哲
学
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

逆
の
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
已
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
田
哲
学

の
立
場
は
む
し
ろ
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
は
じ
め
神
秘
主
義
や
同
一
性
論
理
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

立
場
と
対
躊
的
に
反
対
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
も
云
え
る
の
で
あ
る
。

特
に
後
期
の
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
で
は
、
逆
対
応
、
逆
限

定
の
原
理
が
強
調
せ
ら
れ
、
益
々
自
己
否
定
性
、
絶
対
矛
盾
性
が
は
っ
き

り
と
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
「
絶
対
は
、
自
己
の
中
に
、
絶
対
的
自
己
否
定
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば

五
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後
期
西
田
哲
学
に
つ
い
て
の
宗
教
的
考
察

な
ら
な
い
。
而
し
て
自
己
の
中
に
絶
対
的
自
己
否
定
を
含
む
と
云
ふ
こ
と

は
、
自
己
が
絶
対
の
無
と
な
る
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自

己
が
絶
対
的
無
と
な
ら
ざ
る
か
ぎ
り
、
自
己
を
否
定
す
る
も
の
が
自
己
に

対
し
て
立
つ
、
自
己
が
自
己
の
中
に
絶
対
否
定
を
含
む
と
は
云
は
れ
な
い
。

…
真
の
絶
対
と
は
、
此
の
如
き
筆
立
に
於
て
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
已
　
「
絶
対
は
何
処
ま
で
も
自
己
否
定
に
干
て
自

己
を
有
つ
。
何
処
ま
で
も
相
対
的
に
、
自
己
自
身
を
翻
へ
す
所
に
、
真
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

絶
対
が
あ
る
の
で
あ
る
。
」
　
「
我
々
の
自
己
は
絶
対
者
的
一
荷
の
自
己
否

定
的
多
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
我
々
の
自
己
は
一
面
に
逆
対

　
　
　
　
（
1
3
）

応
で
あ
る
巳
即
ち
多
は
一
の
自
己
否
定
的
多
で
あ
り
、
一
は
多
の
自
己
否

定
的
一
で
あ
る
。
　
「
絶
対
者
の
自
己
否
定
の
極
限
と
し
て
人
間
の
世
界
が

　
　
　
　
（
1
4
）

出
て
来
る
己
と
共
に
「
我
々
の
自
己
は
、
唯
、
死
に
よ
っ
て
の
み
、
逆
対

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

応
的
に
神
に
接
す
る
」
の
で
あ
る
。
か
く
て
絶
対
者
と
相
対
者
、
一
と
多

は
自
己
否
定
的
、
逆
対
応
的
、
逆
限
定
的
関
係
に
あ
り
、
絶
対
否
定
即
肯

定
の
弁
証
法
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
西
田
哲
学
の
絶

対
矛
盾
的
自
己
同
一
に
対
す
る
田
辺
氏
の
批
判
は
当
を
得
た
も
の
で
な
い

と
思
わ
れ
る
。

　
た
だ
し
田
辺
氏
は
矛
盾
的
自
己
同
一
の
概
念
に
反
対
し
な
が
ら
、
逆
対

応
の
論
理
に
は
同
意
を
示
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ら
れ
る
。
　
「
相
互
反

対
な
も
の
が
、
或
は
逆
な
も
の
が
、
逆
の
ま
ま
で
相
呼
応
し
互
に
結
び
つ

く
と
い
ふ
の
で
す
。
そ
の
関
係
を
西
田
先
生
は
逆
対
応
、
逆
限
定
と
呼
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

で
を
ら
れ
ま
す
。
ま
こ
と
に
適
切
な
概
念
で
あ
る
已
　
「
自
己
同
一
と
い
ふ

の
は
、
ふ
つ
う
に
有
を
限
定
す
る
原
理
で
、
先
生
が
絶
対
を
場
所
的
に
考

山ノ、

へ
ら
れ
る
の
も
、
そ
の
傾
向
が
な
い
と
は
い
へ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
場

所
と
い
ふ
以
上
は
、
相
異
る
位
置
を
動
的
発
展
即
還
帰
的
に
自
己
同
一
的

全
体
と
し
て
静
的
に
統
一
す
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
…
こ
れ
は
約
言
す
れ

ば
、
無
の
統
一
で
な
く
有
の
統
一
に
外
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
私
は
絶
対

矛
盾
の
自
己
同
一
と
い
ふ
先
生
の
概
念
に
あ
ま
り
同
感
が
も
て
な
い
の
で

す
。
こ
れ
に
反
し
逆
対
応
と
い
ふ
規
定
は
、
ご
く
晩
年
の
先
生
の
お
考
へ

で
す
が
、
こ
れ
は
適
切
に
有
と
無
と
の
絡
み
合
ひ
を
表
現
し
た
も
の
だ
と

　
　
　
　
（
1
7
）

思
ひ
ま
す
已
と
、
田
辺
氏
は
右
の
如
く
矛
盾
的
自
己
同
一
と
逆
対
応
を
別

個
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
私

は
論
理
的
に
は
両
者
何
れ
も
場
所
的
論
理
に
基
く
概
念
と
し
て
同
一
の
基

（
1
8
）

盤
に
あ
る
も
の
と
思
う
。
た
だ
逆
対
応
に
至
っ
て
、
般
若
即
非
の
論
理
が

益
々
鮮
明
に
さ
れ
、
弁
証
法
が
更
に
徹
底
さ
れ
深
ま
っ
て
行
っ
た
と
見
た

い
の
で
あ
る
。
西
田
博
士
の
言
葉
「
神
と
人
間
と
の
関
係
は
、
人
間
の
方

か
ら
云
へ
ば
、
億
劫
相
別
、
而
須
輿
不
離
、
蓋
日
相
対
、
而
刹
那
不
対
、

此
理
人
々
有
之
、
と
い
ふ
大
事
国
師
の
語
が
両
者
の
矛
盾
的
自
己
同
一
的

関
係
を
云
ひ
表
し
て
居
る
と
思
ふ
。
否
定
即
肯
定
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
は
、
何
処
ま
で
も
逆
限
定
の
世
界
、
逆
対
応
の
世
界
で
な
け
れ

　
　
　
　
　
（
1
9
）

ば
な
ら
な
い
已
を
見
て
も
、
博
士
自
身
矛
盾
的
自
己
同
一
と
逆
対
応
の
同

一
性
を
述
べ
、
且
つ
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
が
逆
対
応
的
に
考
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
。
上
田
閑
照
氏
も
「
絶
対
者
と
我
々
の
自
己

と
の
関
係
が
逆
対
応
的
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
哲
学
的
に
は
矛
盾
的
自

己
同
一
の
場
所
的
論
理
に
よ
っ
て
の
み
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
已
と
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ま
た
「
絶
対
は
、
自
己
の
中
に
、
絶
対
的
自
己
否
定
を
含
む
も
の
で
な
け
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ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
に
於
い
て
自
己
に
対
立
す
る
も
の
を
含
む
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
已
の
言
葉
を
み
て
も
逆
対
応
が
「
場
所
的
論
理
」
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

に
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
中
山

延
二
氏
も
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
い
う
も
、
或
は
非
連
続
の
連
続
と

い
う
も
、
更
に
逆
対
応
と
い
う
も
す
べ
て
場
所
的
論
理
の
構
造
で
あ
り
、

：
諭
〉
「
場
所
の
論
理
を
逆
対
応
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
・
愈
々
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
も

所
の
論
理
を
深
く
理
解
し
て
行
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
已

し
逆
対
応
の
説
が
歓
美
さ
れ
る
な
ら
、
か
り
に
矛
盾
的
自
己
同
一
と
か
場

所
と
い
う
こ
と
に
未
だ
尽
く
さ
ざ
る
点
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
逆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

対
応
的
に
理
解
し
な
お
す
べ
き
で
あ
ろ
う
凶
と
云
わ
れ
て
い
る
が
当
を
得

た
解
釈
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
西
田
哲
学
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
は
、
田
辺
氏
が
云
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
絶
対
矛
盾
と
云
う
も
、
そ
の
底
に
自
己
同
一
が
張
ら
れ
て

い
る
如
き
も
の
、
絶
対
相
対
の
対
立
と
云
う
も
、
直
観
的
神
秘
主
義
的
な

同
一
性
の
論
理
に
帰
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
反
対
に

逆
対
応
的
、
自
己
否
定
的
論
理
で
あ
る
こ
と
が
、
後
期
に
な
れ
ば
な
る
程

鮮
明
に
さ
れ
て
行
く
。
そ
れ
は
絶
対
と
相
対
が
徹
底
し
て
自
己
否
定
的
、

逆
対
応
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
そ
こ
に
真
の
絶
対
的
一
が
現
わ

れ
、
ま
た
真
に
絶
対
的
一
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
そ
こ
に
徹
底
し

た
逆
対
応
性
、
自
己
否
定
性
が
見
ら
れ
る
如
き
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
で

あ
る
。
か
か
る
意
味
に
撃
て
、
　
そ
れ
は
絶
対
矛
盾
が
即
自
己
同
一
、
自

己
同
一
が
即
絶
対
矛
盾
で
あ
る
。
即
ち
絶
対
と
相
対
が
か
く
の
如
く
、
逆

対
応
的
、
逆
限
定
的
に
二
に
し
て
一
、
一
に
し
て
二
、
絶
対
に
不
可
分
に

後
期
西
田
哲
学
に
つ
い
て
の
宗
教
的
考
察

し
て
不
可
同
で
あ
る
所
に
、
西
田
哲
学
（
特
に
そ
の
後
期
）
の
特
質
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
西
田
哲
学
に
つ
い
て
は
深
い
理
解
を
持
ち
な
が
ら
、
以
上
の
如
く

西
田
哲
学
に
不
可
分
性
、
不
可
同
性
が
徹
底
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
不
可
逆
性
が
欠
如
し
て
い
る
点
を
突
い
て
い
ら
れ
る
滝
沢
克
己
氏
の

批
判
は
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
「
有
限
の
個
物
即
絶
対
無

限
の
実
体
、
個
物
の
運
動
即
絶
対
者
の
活
動
、
事
実
存
在
す
る
個
人
の
自

覚
生
神
の
自
己
表
現
（
「
絶
対
無
の
自
覚
」
）
1
ま
た
そ
の
逆
一
と
い
う

こ
と
は
、
確
か
に
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、

個
物
・
人
間
の
活
動
は
、
如
何
な
る
場
合
に
も
決
し
て
神
を
還
れ
る
こ
と

が
で
き
な
い
、
そ
の
積
極
的
・
実
有
的
な
内
容
は
す
べ
て
こ
れ
を
神
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と
　
　
い

受
け
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
仮
令
「
絶
対
矛
盾
的
」
　
・
「
逆
限
定

的
」
・
「
直
観
弁
証
法
的
」
に
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
順
序
が
逆
に
さ
れ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
）

る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
已
　
「
ど
こ
ま
で
も
私
は
私
、
絶
対
．
者
は

絶
対
者
で
あ
る
こ
と
を
や
め
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
事
実
上
、
私
の
意
識
も

生
活
も
、
絶
対
者
の
自
覚
と
し
て
し
か
（
絶
対
主
体
の
自
己
表
現
を
離
れ

て
は
、
）
決
し
て
成
り
立
ち
え
な
い
、
…
も
し
も
（
西
田
）
博
士
が
、

「
非
連
続
の
連
続
」
と
い
い
、
　
「
逆
限
定
」
と
い
っ
た
そ
の
本
来
の
意
図

を
、
右
の
よ
う
に
ど
こ
ま
で
も
徹
底
し
て
行
っ
た
な
ら
ば
、
博
士
は
お
そ

ら
く
「
即
」
と
い
い
、
　
「
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ

た
積
極
的
な
も
の
1
在
来
の
キ
リ
ス
ト
教
の
「
悲
し
き
面
も
ち
」
に
対
す

る
決
定
的
批
判
1
を
い
さ
さ
か
も
害
う
こ
と
な
し
に
、
百
尺
竿
頭
さ
ら
に

一
歩
を
進
め
て
、
こ
の
世
界
の
向
う
側
と
こ
ち
ら
側
と
、
向
う
か
ら
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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後
期
西
田
哲
学
に
つ
い
て
の
宗
教
的
考
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ

と
こ
ち
ら
か
ら
の
事
と
は
、
事
実
上
絶
対
に
逆
に
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

順
序
を
も
っ
て
区
別
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
の
で
は
な
い
で
あ

　
　
　
　
（
2
5
）

あ
ろ
う
か
已

　
も
と
も
と
滝
沢
氏
が
不
可
逆
と
云
わ
れ
る
の
は
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の

第
一
義
の
「
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
」
　
（
神
わ
れ
ら
と
と
も
に
在
す
）
と
云
う
根

源
的
事
実
に
基
い
て
の
み
第
二
義
の
「
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
」
接
触
が
起
る
。

そ
こ
に
順
序
を
逆
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
構
造
を
み
る
の
で
あ
る
が
、

滝
沢
氏
は
人
間
存
在
の
根
本
規
定
と
し
て
、
神
と
入
の
関
係
を
「
不
可
分
」

・
「
不
可
同
」
　
・
「
不
可
逆
」
で
あ
る
と
し
、
西
田
哲
学
に
は
こ
の
不
可

逆
性
を
欠
如
し
て
い
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
西
田
哲
学
で
は
全

一
は
個
多
の
自
己
否
定
的
一
で
あ
り
、
個
多
は
全
一
の
自
己
否
定
的
多
で

あ
り
、
一
即
今
、
多
即
一
、
　
「
仏
あ
っ
て
衆
生
あ
り
、
衆
生
あ
っ
て
仏
あ

　
（
2
6
）

り
」
絶
対
と
相
対
と
は
相
互
限
定
的
に
し
て
、
一
応
、
可
逆
的
な
関
係
に

な
っ
て
い
る
。
即
ち
絶
対
（
全
一
）
が
存
す
る
こ
と
は
自
己
否
定
的
に
相

対
が
存
在
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
逆
に
相
対
（
個
多
）
が
存

す
る
こ
と
は
自
己
否
定
的
に
絶
対
（
全
一
）
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ

り
、
世
界
の
構
造
そ
の
も
の
が
宗
教
的
世
界
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
絶
対
と
相
対
は
不
可
分
、
不
可
同
で
あ
る
が
、
西
田
哲
学
で
は
両
者

は
一
応
、
同
等
の
立
場
で
表
明
さ
れ
、
何
れ
が
先
で
あ
る
と
云
う
順
序
は

は
っ
き
り
と
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
後
で
述
べ
る
浄
土
真
宗
の
場
合
で
は

明
ら
か
に
絶
対
者
が
先
と
な
る
が
、
禅
的
性
格
が
強
い
主
と
し
て
中
期
ま

で
の
西
田
哲
学
で
は
相
互
限
定
的
で
あ
り
、
可
逆
的
関
係
に
あ
る
と
云
わ

れ
る
わ
け
で
あ
る
。

八

　
こ
の
点
は
ま
さ
に
、
禅
体
験
の
徹
底
者
と
し
て
の
久
松
真
一
氏
の
「
無

神
論
」
に
対
し
て
滝
沢
氏
が
「
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
一
久
松
真
一
博
士
無
神

論
に
ち
な
ん
で
l
」
に
於
て
批
判
し
て
い
ら
れ
る
点
に
呼
応
す
る
の
で
あ

る
。
久
松
氏
は
仏
を
主
体
的
主
体
と
規
定
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
等
の
客
体

的
主
体
の
神
と
区
別
し
て
い
ら
れ
る
。
そ
の
仏
は
彼
岸
的
他
者
的
な
も
の

で
な
く
、
自
者
的
な
も
の
と
し
て
、
仏
と
は
自
己
に
現
在
す
る
「
無
相
の

自
己
」
に
外
な
ら
な
い
。
現
実
の
生
死
的
な
私
と
、
往
相
し
て
滅
度
に
入

っ
た
私
（
無
相
の
自
己
）
と
は
違
っ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
や
は
り
私

で
あ
る
と
、
そ
し
て
こ
の
私
以
外
に
は
仏
は
な
い
と
云
わ
れ
る
が
、
滝
沢

氏
は
そ
こ
に
於
て
第
一
義
の
接
触
、
即
ち
無
相
の
自
己
を
成
り
立
た
し
め

て
い
る
絶
対
そ
の
も
の
と
、
そ
れ
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
第
二
義
の
接
触
、

現
実
の
人
間
存
在
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
　
「
真
正
の
覚

に
お
い
て
は
人
の
行
が
す
な
わ
ち
仏
の
行
だ
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
ど
こ

ま
で
も
後
者
す
な
わ
ち
第
一
義
の
接
触
か
ら
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
実
現

す
る
前
者
す
な
わ
ち
第
二
義
の
接
触
の
一
形
態
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
し
た

が
っ
て
、
こ
の
一
形
態
を
仏
と
云
う
の
と
第
一
義
の
接
触
点
に
お
け
る
絶

対
者
そ
の
も
の
を
仏
と
い
う
の
と
は
、
全
く
そ
の
次
元
と
意
義
と
を
異
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

す
る
こ
と
が
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
る
已
こ
の
第
二
義
の
接
触
は
具

体
的
に
は
あ
る
時
、
あ
る
処
で
存
在
す
る
有
限
者
の
一
形
態
で
あ
り
、
た

と
い
無
相
の
自
己
に
目
覚
め
て
も
、
や
は
り
他
の
も
ろ
も
ろ
の
支
え
と
援

け
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
科
学
的
、
客

体
的
世
界
を
軽
視
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
第
一
義
と
第
二
義
の
接
触
の

順
を
逆
に
す
べ
き
で
な
い
と
云
う
滝
沢
氏
の
説
は
論
理
的
に
は
尤
も
で
あ

287
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る
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
前
述
の
如
く
西
田
哲
学
に

於
け
る
絶
対
と
相
対
、
神
と
人
間
の
不
可
逆
性
の
問
題
に
相
応
す
る
。
こ

れ
は
禅
体
験
を
中
心
と
し
た
中
期
ま
で
の
西
田
哲
学
に
あ
て
は
ま
る
の
で

あ
る
が
、
西
田
博
士
晩
年
に
於
け
る
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」

に
な
っ
て
来
る
と
、
そ
の
表
現
が
変
化
し
て
来
て
、
不
可
逆
性
が
表
わ
れ

て
来
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
前
記
滝
沢
氏
の
指
摘
さ
れ
て

い
る
所
と
変
っ
て
来
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
西
田
哲
学
で
は
、
神
と
我
々
の
自
己
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
で
あ
り
、

逆
対
応
と
な
っ
て
い
る
。
絶
対
者
と
我
々
の
自
己
が
否
定
を
媒
介
と
し
て

相
接
し
、
絶
対
者
に
於
て
も
我
々
の
自
己
に
於
て
も
、
と
も
に
「
自
己
否

定
に
於
て
自
己
を
も
つ
」
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
意
味
は
、
絶
対
者
の
立

場
か
ゼ
b
云
え
ば
、
絶
対
者
の
自
己
否
定
に
よ
っ
て
我
々
の
自
己
の
成
立
が

あ
り
、
そ
こ
に
真
の
絶
対
者
た
り
得
る
の
で
あ
り
、
ま
た
我
々
の
自
己
の

立
場
か
ら
云
え
ば
、
我
々
の
自
己
は
そ
の
自
己
否
定
に
於
て
絶
対
者
に
接

し
、
そ
こ
に
我
々
の
自
己
は
生
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
以
上
の
よ

う
に
一
応
可
逆
的
と
見
え
る
そ
れ
ら
の
内
容
を
微
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、

　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

先
ず
絶
対
者
の
側
か
ら
云
え
ば
「
絶
対
は
何
処
ま
で
も
自
己
否
定
に
於
て

自
己
を
有
つ
。
何
処
ま
で
も
相
対
的
に
、
自
己
を
翻
へ
す
所
に
、
真
の
絶

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

対
が
あ
る
の
で
あ
る
。
」
「
我
々
の
自
己
は
絶
対
者
の
自
己
否
定
と
し
て
成

立
す
る
の
で
あ
る
。
　
絶
対
的
一
老
の
自
己
否
定
的
に
、
即
ち
個
物
的
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

と
し
て
、
我
々
の
自
己
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
已
即
ち
絶
対
者
の
自
己
否

定
に
よ
り
相
対
者
の
成
立
が
あ
る
。
こ
こ
に
絶
対
者
よ
り
相
対
者
へ
と
云

う
順
序
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
後
期
西
田
哲
学
に
つ
い
て
の
宗
教
的
考
察

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も

　
　
　
う
　
　
　
る
　
　
　
も

　
　
　
　
　
　
ヨ

　
次
に
我
々
の
自
己
の
側
か
ら
云
え
ば
「
絶
対
的
一
者
の
自
己
否
定
的
肯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

定
と
し
て
、
我
々
の
自
己
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
我
々
の
自
己
は

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
3
）

自
己
否
定
に
於
て
自
己
を
有
つ
。
我
々
は
何
処
ま
で
も
宗
教
的
で
あ
る
已

「
我
々
の
自
己
は
絶
対
者
の
自
己
否
定
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
絶

対
的
一
句
の
自
己
否
定
的
に
、
即
ち
個
物
的
弓
と
し
て
、
我
々
の
自
己
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

成
立
す
る
の
で
あ
る
。
…
我
々
の
自
己
は
、
何
処
ま
で
も
自
己
の
底
に

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

自
己
を
越
え
た
も
の
に
於
て
自
己
を
有
つ
、
自
己
否
定
に
於
て
自
己
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

を
肯
定
す
る
の
で
あ
る
凶
「
そ
れ
（
宗
教
的
入
信
）
は
…
絶
対
者
そ
の
も
の
の

自
己
限
定
と
し
て
神
の
力
と
云
は
ざ
る
を
得
な
い
。
信
仰
は
恩
寵
で
あ
る
。

我
々
の
自
己
の
根
源
に
、
か
か
る
神
の
呼
声
が
あ
る
の
で
あ
る
。
私
は
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

々
の
自
己
の
奥
底
に
、
何
処
ま
で
も
自
己
を
越
え
て
、
而
も
自
己
が
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
蕊
）

か
ら
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
云
ふ
所
以
で
あ
る
已
即
ち
我
々
の
自

己
の
側
か
ら
云
っ
て
も
、
自
己
を
越
え
た
も
の
に
於
て
自
己
を
も
つ
、
或

は
自
己
否
定
に
於
て
自
己
を
も
つ
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
を
よ
く
注

意
す
る
と
、
我
々
の
自
己
が
「
自
己
否
定
に
於
て
自
己
を
有
つ
」
の
前
に
、

そ
れ
に
先
行
し
て
必
ず
絶
対
者
の
自
己
否
定
に
よ
る
我
々
の
自
己
の
成
立

が
記
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
絶
対
者
の
「
自
己
否
定
に
撃
て
自
己
を
有
つ
」

が
先
に
あ
り
、
そ
れ
が
基
礎
と
な
り
そ
れ
に
よ
り
我
々
の
自
己
の
「
自
己

否
定
に
曾
て
自
己
を
有
つ
」
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
絶
対
者
の
側

か
ら
云
っ
て
も
、
我
々
の
自
己
の
側
か
ら
云
っ
て
も
、
絶
対
者
よ
り
相
対

者
へ
の
順
序
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
意
味
に
穿
て
、
後
期
西
田
哲
学
「
場
所
的
論
理
と
宗
教

的
世
界
観
」
に
於
て
は
、
不
可
逆
性
が
表
明
さ
れ
て
来
て
い
る
と
思
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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後
期
西
田
哲
学
に
つ
い
て
の
宗
教
的
考
察

る
の
で
あ
る
。

　
次
に
以
上
の
如
き
絶
対
者
、
相
対
者
の
自
己
否
定
、
逆
対
応
、
不
可
逆
、

不
可
分
、
不
可
同
が
浄
土
真
宗
で
は
い
か
な
る
形
で
現
わ
れ
て
い
る
か
。

そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
西
田
哲
学
の
立
場
よ
り
こ
れ
を
考
察
し
て
み
た

い
と
思
う
。

　
西
田
哲
学
の
逆
対
応
の
論
理
に
於
て
、
浄
土
真
宗
に
於
け
る
善
導
の
二

種
深
信
が
明
確
に
解
明
さ
れ
得
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
見
た
い

と
思
う
。
浄
土
真
宗
の
信
の
内
容
は
二
種
深
信
に
於
て
徹
底
し
て
表
明
さ

れ
て
い
る
。

　
機
の
深
信
の
コ
に
は
、
決
定
し
て
深
く
、
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生

死
の
凡
夫
、
噴
劫
よ
り
こ
の
か
た
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の

縁
あ
る
こ
と
な
し
と
信
ず
已
法
の
深
信
「
二
に
は
、
決
定
し
て
深
く
彼
の

阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
は
、
衆
生
を
摂
冠
し
た
ま
ふ
、
疑
ひ
な
く
慮
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

彼
の
願
力
に
乗
じ
て
、
歪
ん
で
往
生
を
得
と
信
ず
已
こ
の
二
種
平
信
は
一

信
心
の
内
容
を
詳
か
に
せ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
二
種
各
別
の

信
心
で
な
く
し
て
、
一
信
心
の
二
相
で
あ
る
故
、
二
種
一
具
の
信
心
と
云

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
一
見
、
法
の
聖
地
を
得
ん
が
た
め

の
手
段
と
し
て
機
の
深
信
が
考
え
ら
れ
、
或
は
法
の
春
信
を
得
る
単
な
る

媒
介
と
し
て
機
の
深
信
が
考
え
ら
れ
、
又
は
時
間
的
論
理
的
に
機
の
深
信

の
後
に
法
の
深
信
が
考
え
ら
れ
易
い
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
し
て
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
　
「
場
所
的
論
理
」
的
に
一
信
心
の
二
相
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
は
西
田
哲
学
で
云
え
ば
我
々
の
自
己
は
「
絶
対
者
の
自
己
否
定
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

（
阻
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
　
　
　
　
　
又
「
絶
対
者
の
自
己
否
定
の
極
限
」
と
し
て
生
れ
た
も
の

個
凶
と
し
て
、

で
あ
り
、
そ
の
根
源
に
於
て
罪
の
子
で
あ
る
。
即
ち
仏
に
逆
対
応
的
に
背

を
向
け
て
い
る
の
が
我
々
の
姿
で
あ
り
、
こ
の
自
覚
が
機
の
笥
子
で
あ
る
。

「
人
間
は
神
の
絶
対
的
自
己
否
定
か
ら
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
根
源

に
於
て
、
永
遠
に
地
獄
の
火
に
投
ぜ
ら
る
べ
き
運
命
を
有
っ
た
も
の
で
あ

る
の
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
に
於
て
も
、
人
間
の
根
本
を
罪
悪
に
置
く
。
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
と
云
ふ
已
本
来
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
に
於

て
は
矛
盾
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
い
よ
く
我
々
の
矛
盾

的
存
在
が
明
ら
か
と
な
り
、
我
々
の
罪
悪
が
は
っ
き
り
知
ら
さ
れ
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

あ
る
。
　
「
地
獄
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
で
あ
り
、
「
噴
劫
よ
り
こ
の
か
た
、

常
に
没
し
常
に
流
転
し
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
」
で
あ
る
。
こ
の
相

が
機
の
深
信
で
あ
る
。

　
他
方
、
法
の
至
要
に
つ
い
て
は
「
我
々
の
自
己
は
絶
対
的
一
者
の
自
己

否
定
的
多
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
我
々
の
自
己
は
一
者
に
逆

対
応
で
あ
る
、
…
個
な
れ
ば
な
る
程
、
斯
く
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
而
し

て
此
故
に
我
々
の
自
己
は
、
逆
対
応
的
に
一
者
に
断
て
自
己
を
有
つ
と
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

ふ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
已

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
我
々
の
自
己
は
…
絶
対
的
一
男
の
個
物

的
多
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
故
に
我
々
は
自
己
否
定
的
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

逆
対
応
的
に
、
い
つ
も
絶
対
的
一
堂
に
接
し
て
い
る
凶
個
な
れ
ば
個
な
る

程
、
罪
の
子
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
逆
対
応
的
に
絶
対
者
の
自
己
限
定
と
し
て

絶
対
者
に
於
て
自
己
を
も
つ
。
（
絶
対
者
に
於
て
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
り
、
）

即
ち
仏
に
摂
取
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
絶
対
否
定
即
肯
定
的
に
、
逆
対

応
的
に
平
常
底
で
あ
る
。
こ
の
相
が
法
の
崇
信
で
あ
る
。
普
通
、
西
田
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哲
学
は
禅
の
哲
学
化
で
あ
る
と
よ
く
云
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
浄
土

真
宗
の
構
造
が
実
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
西
田
博
士
は
「
場
所
的
論
理

に
は
個
と
一
般
と
が
何
処
ま
で
も
相
互
否
定
的
に
対
立
す
る
。
　
即
ち
仏

（
ノ
エ
マ
的
）
と
自
己
（
ノ
エ
シ
ス
的
）
と
が
何
処
ま
で
も
絶
対
に
対
立

す
る
と
云
ふ
こ
と
が
含
ま
れ
て
居
る
。
而
も
場
所
の
自
己
限
定
と
し
て
我

々
が
弥
陀
の
光
明
に
摂
取
せ
ら
れ
る
否
せ
ら
れ
て
居
る
所
に
場
所
的
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

こ
そ
真
に
浄
土
宗
教
的
世
界
観
を
基
礎
付
け
る
も
の
と
お
も
ひ
ま
す
已
と

云
わ
れ
て
い
る
が
、
西
田
哲
学
の
場
所
的
論
理
が
前
述
の
矛
盾
的
自
己
同

一
よ
り
、
晩
年
の
逆
対
応
の
表
現
に
な
る
に
従
い
、
そ
の
質
的
徹
底
が
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
伴
い
禅
的
立
場
よ
り
む
し
ろ
浄
土
真
宗
的

立
場
へ
の
展
開
が
な
さ
れ
て
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
禅
に
は
「
出
離
の

縁
あ
る
こ
と
な
し
」
と
か
、
　
「
地
獄
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
と
云
う
個
に

と
っ
て
絶
対
救
わ
れ
得
な
い
自
己
に
徹
す
る
と
云
う
方
向
よ
り
も
、
自
己

の
法
性
的
方
向
、
仏
に
相
応
的
方
向
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
我
々

の
自
己
」
を
超
え
よ
う
と
す
る
性
格
が
あ
る
。
し
か
し
自
己
の
法
性
的
方

向
に
徹
す
る
の
み
で
は
未
だ
全
面
的
真
理
と
は
云
え
な
い
。
法
性
的
方
向

と
共
に
骨
法
性
的
方
向
の
自
覚
、
即
ち
絶
対
的
真
理
は
「
絶
対
救
わ
れ
得

な
い
自
己
」
即
「
絶
対
に
救
わ
れ
て
い
る
自
己
」
で
あ
る
と
云
う
弁
証
法

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
論
理
が
逆
対
応
の
論
理
（
絶
対
矛
盾
的
自

己
同
一
）
二
種
深
信
の
論
理
で
あ
る
と
思
う
。
晩
年
の
西
田
哲
学
は
そ
う

云
う
意
味
に
於
て
非
常
に
深
い
論
理
展
開
を
示
す
と
共
に
、
浄
土
真
宗
的

に
な
っ
て
来
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
二
種
深
信
は
単
に
主
観
的
な
信
の
内

容
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
し
て
、
逆
対
応
的
、
「
場
所
的
論
理
」
的

後
期
西
田
哲
学
に
つ
い
て
の
宗
教
的
考
察

に
云
っ
て
、
そ
れ
は
宗
教
的
真
理
の
弁
証
法
的
構
造
が
最
も
徹
底
し
た
姿

に
於
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
二
種
深
長
は
そ
の
根
底
に
於
て
、
仏
の
誓
願
と
結
び
つ
い
て
い
る

の
で
あ
る
。
論
註
に
「
実
相
を
知
る
を
以
て
の
故
に
、
則
ち
三
界
の
衆
生
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

虚
妄
の
相
を
知
る
。
衆
生
の
虚
妄
を
知
れ
ば
、
則
ち
真
実
の
慈
悲
を
生
ず
已

と
説
か
れ
て
い
る
が
、
三
界
の
衆
生
の
虚
妄
の
相
を
知
る
と
、
こ
れ
を
虚

妄
か
ら
救
い
出
そ
う
と
す
る
慈
悲
が
生
ず
る
。
真
実
の
慈
悲
は
真
実
の
智

慧
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
「
仏
の
働
ら
き
の
面
」
か
ら
す
れ
ば

仏
の
誓
願
は
智
慧
に
裏
づ
け
ら
れ
た
慈
悲
の
表
明
で
あ
る
と
云
え
る
。
又

一
方
「
仏
自
体
の
論
理
構
造
」
か
ら
云
え
ば
、
誓
願
は
仏
の
自
己
否
定
の

姿
で
あ
る
。
西
田
博
士
は
「
絶
対
は
何
処
ま
で
も
自
己
否
定
に
於
て
自
己

を
も
つ
」
と
云
わ
れ
「
絶
対
の
神
は
自
己
自
身
の
中
に
絶
対
の
否
定
を
含

む
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
極
悪
に
ま
で
下
り
得
る
神
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
悪
逆
無
道
を
救
ふ
神
に
し
て
、
真
に
絶
対
の
神
で
あ
る
の
で
あ

　
（
4
2
）

る
已
　
「
真
の
絶
対
者
は
悪
魔
的
な
る
も
の
に
ま
で
自
己
自
身
を
否
定
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
こ
に
宗
教
的
方
便
の
意
義
が
あ
る
。
而

し
て
そ
れ
は
又
悪
魔
的
な
る
も
の
に
於
て
も
、
自
己
自
身
を
見
る
と
云
ふ

こ
と
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
に
浄
土
真
宗
の
如
き
悪
人
正
因
の
宗

教
が
あ
る
の
で
あ
る
、
絶
対
愛
の
宗
教
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
…
絶
対

者
は
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
に
人
を
し

て
人
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
、
真
に
人
を
救
ふ
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
の

　
　
　
（
4
3
）

で
あ
る
已
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
神
は
自
ら
を
否
定
し
て
極
悪
の
人
の
心

に
ま
で
下
り
来
り
、
こ
れ
を
救
う
所
に
隔
た
る
の
で
あ
る
。
絶
対
者
は
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
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後
期
西
田
哲
学
に
つ
い
て
の
宗
教
的
考
察

己
否
定
に
於
で
は
じ
め
て
絶
対
者
た
り
得
る
。
絶
対
者
の
自
己
否
定
は
絶

対
老
の
自
己
肯
定
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
が
絶
対
否
定
さ
れ
た
世
界
が
仏

の
世
界
で
あ
る
が
、
仏
の
世
界
に
止
住
し
て
仏
が
自
己
肯
定
さ
れ
て
い
る

な
ら
ば
も
は
や
仏
は
仏
で
な
い
。
自
己
が
否
定
さ
れ
て
浄
土
に
往
生
し
、

成
仏
し
て
然
も
浄
土
に
止
ま
ら
ず
、
還
相
し
て
三
界
雑
生
の
水
火
の
中
に
自

己
を
否
定
し
て
行
く
姿
が
実
は
仏
の
働
き
の
具
体
的
な
姿
で
あ
る
。
法
蔵

の
願
が
す
べ
て
「
若
シ
不
け
バ
生
レ
者
…
不
レ
子
等
正
覚
↓
」
と
な
っ
て
い

る
。
仏
と
な
ら
じ
の
誓
い
に
重
て
却
っ
て
成
仏
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
仏
は

自
己
否
定
し
て
衆
生
の
場
に
降
り
、
衆
生
救
済
に
於
て
の
み
真
に
仏
と
し

て
生
き
る
。
仏
の
誓
願
は
こ
の
仏
の
自
己
否
定
即
肯
定
の
姿
で
あ
る
。
即

ち
仏
の
誓
願
は
単
な
る
バ
ト
ヌ
的
な
愛
で
な
く
し
て
、
仏
の
働
き
か
ら
す

れ
ば
薬
圃
の
表
明
で
あ
り
、
又
仏
自
体
の
論
理
構
造
か
ら
す
れ
ば
、
仏
の

自
己
否
定
の
姿
で
あ
る
。
仏
の
誓
願
は
神
話
的
に
表
明
さ
れ
た
も
の
を
単

に
信
ず
る
世
界
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
絶
対
者
の
自
己
否
定
即
肯
定
、

西
田
哲
学
的
に
云
え
ば
「
絶
対
者
は
自
己
否
定
に
於
て
自
己
を
有
つ
」
と

云
う
宗
教
的
真
理
の
表
明
に
外
な
ら
な
い
。

　
第
三
に
浄
土
真
宗
の
教
は
方
便
法
身
、
浄
土
を
媒
介
と
し
て
成
立
し
て

い
る
。
西
田
哲
学
に
は
こ
の
方
便
法
身
の
論
理
が
明
確
で
は
な
い
。
し
か

し
そ
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
、
逆
対
応
の
論
理
構
造
か
ら
当
然
あ
ら
わ
に

さ
る
べ
き
世
界
と
思
わ
れ
る
。
先
に
西
田
博
士
の
言
葉
を
引
用
し
た
如
く
、

神
は
自
ら
を
否
定
し
て
極
悪
の
人
の
心
ま
で
下
り
来
り
、
悪
逆
無
道
を
救

う
所
に
真
の
神
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
仏
が
浄
土
に
止
ま
ら
ず
、
浄
土
を
と

く
過
ぎ
、
自
己
を
否
定
し
て
衆
生
の
地
に
下
り
来
る
還
相
の
働
き
に
於
て
仏

一
二

は
仏
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
仏
の
摂
取
の
働
き
の
う
ち
に
方
便
法
身
の

存
在
が
あ
る
。
論
註
に
「
法
性
法
身
に
よ
り
て
方
便
法
身
を
生
ず
。
方
便

法
身
に
よ
り
て
法
性
法
身
を
出
だ
す
。
こ
の
二
つ
の
法
身
は
異
に
し
て
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

つ
べ
か
ら
ず
、
一
に
し
て
同
じ
か
る
べ
か
ら
ず
巴
と
あ
る
が
、
法
性
法
身

は
、
絶
対
そ
の
も
の
、
寂
静
に
し
て
空
で
あ
り
、
仏
と
衆
生
と
の
対
立
を

絶
し
た
仏
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
方
便
法
身
は
衆
生
を
救
わ
ん
が
為
の

仏
、
衆
生
に
対
す
る
仏
で
あ
る
。
即
ち
法
性
法
身
が
衆
生
に
対
し
て
働
く

時
、
方
便
法
身
の
姿
と
な
る
の
で
あ
る
。
方
便
法
身
は
法
性
法
身
が
衆
生

に
対
応
的
に
対
衆
生
仏
と
し
て
、
自
己
否
定
的
に
自
己
限
定
し
た
姿
で
あ

る
。
こ
の
仏
の
自
己
否
定
的
自
己
限
定
、
即
ち
方
便
法
身
と
し
て
働
き
出

す
こ
と
に
於
て
仏
は
真
に
仏
た
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
仏
に
逆
対
応
的
な

衆
生
は
仏
の
自
己
否
定
に
よ
り
、
そ
こ
に
仏
と
の
対
応
的
な
場
を
得
、
，
仏

に
帰
依
し
仏
に
救
済
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
仏
が
真
に
仏
と
な
る
こ
と

は
衆
生
が
救
済
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
衆
生
が
救
済
さ
れ
る
こ
と
は
仏
が

真
に
仏
と
な
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
衆
生
が
自
己
を
否
定
し
て

仏
に
帰
命
し
救
済
さ
れ
る
こ
と
、
衆
生
の
否
定
即
肯
定
は
実
は
裏
か
ら
云

え
ば
本
来
、
仏
の
自
己
否
定
即
肯
定
と
し
て
仏
の
働
き
そ
の
も
の
で
あ
り
、

す
べ
て
が
仏
の
働
き
、
他
力
廻
向
で
あ
る
。
私
が
仏
に
南
無
し
帰
命
す
る

こ
と
が
、
実
は
仏
の
発
願
廻
向
と
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
行
そ
の
も
の
で
あ

　
（
4
5
）

る
。
即
ち
仏
の
自
己
否
定
即
肯
定
が
、
実
は
衆
生
の
自
己
否
定
即
肯
定
と

な
り
、
逆
に
衆
生
の
自
己
否
定
即
肯
定
が
実
は
仏
の
自
己
否
定
即
肯
定
に

よ
る
。
こ
の
仏
の
自
己
否
定
即
肯
定
と
衆
生
の
自
己
否
定
即
肯
定
は
交
互

　
　
　
（
4
6
）

に
媒
介
し
、
相
即
し
、
不
可
分
、
不
可
同
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
先
述
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の
如
く
順
序
が
逆
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
衆
生
の
否
定
即
肯
定
は
仏
の

否
定
即
肯
定
に
よ
る
の
で
あ
り
、
衆
生
の
帰
命
は
あ
く
ま
で
も
仏
の
働
き

に
よ
る
の
で
あ
る
・
仏
の
働
き
が
先
行
す
る
の
で
あ
㌔
浄
土
真
宗
で
は

こ
れ
を
他
力
と
云
い
、
他
力
廻
向
と
云
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
っ
き
り
と

不
可
逆
性
が
打
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
方
便
法
身
に
よ
り
法
性
法
身
と
衆

生
と
の
結
合
が
は
じ
め
て
具
現
化
さ
れ
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
と
云
え
よ

う
。
た
だ
西
田
哲
学
で
は
絶
対
者
と
我
々
の
自
己
と
の
関
係
が
逆
対
応
的

で
あ
り
、
両
者
の
関
係
は
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
衆
生
に
対
す
る
絶
対
者

そ
の
も
の
の
分
折
に
つ
い
て
は
未
だ
十
分
な
さ
れ
て
い
な
い
。
絶
対
者
は

自
己
の
う
ち
に
自
己
を
否
定
す
る
も
の
を
含
む
、
自
己
に
於
て
自
己
に
対

立
す
る
も
の
を
含
む
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
絶
対
が
相
対
に
対
し
て
働
く

時
、
そ
れ
は
．
相
対
的
絶
対
と
な
る
。
法
性
法
身
の
垂
名
示
形
と
云
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
対
が
自
己
を
自
己
否
定
的
に
自
己
限
定
し
た
姿

で
あ
り
、
法
性
法
身
に
対
し
方
便
法
身
と
云
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

然
法
爾
事
に
記
さ
れ
て
い
る
「
自
然
の
や
う
を
し
ら
せ
ん
れ
う
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

自
己
を
否
定
じ
て
、
報
・
応
・
化
し
て
行
く
か
か
る
方
便
的
絶
対
者
が
対

衆
生
救
済
に
は
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
西
田
哲
学
で
は
、
か
く
相
対
者
に
対
し
て
働
く
時
の
絶
対
者
の
姿
が
な

お
不
明
瞭
で
あ
る
。
こ
・
に
ど
う
し
て
も
法
性
法
身
と
と
も
に
、
更
に
方
便
．

法
身
と
し
て
の
絶
対
者
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

う
。
後
期
逆
対
応
の
論
理
が
表
明
さ
れ
た
以
上
、
こ
れ
は
今
後
明
確
に
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
問
題
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

の
点
に
し
ぼ
っ
て
の
論
述
を
次
の
機
会
に
於
て
試
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

後
期
西
田
哲
学
に
つ
い
て
の
宗
教
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考
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（
1
）
　
西
田
幾
多
郎
全
集
　
第
十
「
巻
四
二
三
頁

（
2
）
　
本
論
五
頁
下
段
（
9
）
参
照

（
3
）
　
＝
①
α
Q
①
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δ
＜
①
ヨ
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島
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国
o
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匂
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9
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（
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）
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①
σ
・
①
r
国
コ
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①
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Φ
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勺
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ω
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冨
冨
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。
。
。
。
①
5
ω
。
冨
｛
§
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O
o
．
ω
c
◎
心
．

　
　
　
田
辺
元
著
　
種
の
論
理
の
弁
証
法
一
〇
六
頁

　
　
　
田
辺
元
号
　
折
ロ
学
入
門
補
説
第
三
、
　
一
一
七
頁
～
一
一
八
頁

　
　
　
田
辺
元
町
　
繊
悔
道
と
し
て
の
哲
学
一
〇
頁

　
　
　
西
田
幾
多
郎
全
集
　
第
十
一
巻
六
〇
頁
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同
全
集

同
全
集

同
全
集

安
全
集

同
全
集

同
全
集

同
全
集

　
田
辺
元
著

　
同
　
九
八
頁
～
九
九
頁

　
鈴
木
享
氏
は
］
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
が
一
面
、
絶
対
の
矛
盾
を
い
い
な
が

ら
も
対
立
者
の
同
一
性
つ
ま
り
（
般
若
即
非
の
論
理
の
）
即
の
面
を
強
調
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い

い
る
の
に
対
し
て
、
逆
対
応
は
非
の
面
つ
ま
り
相
互
否
定
的
対
立
と
し
て
の
対

の
対
立
性
を
強
調
し
て
い
る
し
も
の
と
し
て
両
者
は
表
裏
一
体
を
な
す
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。
i
西
田
幾
多
郎
の
世
界
　
九
八
頁

　
西
田
幾
多
郎
全
集
　
第
十
一
巻
四
〇
九
頁

　
現
代
日
本
思
想
大
系
2
2
　
西
田
幾
多
郎
一
〇
六
頁
～
一
〇
七
頁

　
中
山
延
二
著
　
仏
教
と
西
田
、
田
辺
哲
学
一
二
六
頁

第
十
一
巻
四
五
〇
賢

士
十
一
巻
四
四
六
頁

第
十
一
巻
一
二
九
七
頁
～
三
九
八
頁

第
十
一
巻
三
九
八
頁

第
十
一
巻
四
四
九
頁

第
十
一
巻
四
四
九
頁

第
十
｝
巻
＝
一
九
↓
ハ
百
爪

　
哲
学
入
門
補
説
第
三
、
九
八
頁

＝
二
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同
】
二
七
頁

　
同
一
二
八
頁

　
滝
沢
克
己
著
作
集
　
第
一
巻
四
三
二
頁

　
同
四
三
二
頁

　
西
田
幾
多
郎
全
集
　
第
十
一
巻
四
〇
九
頁

　
滝
沢
克
己
全
集
　
第
七
巻
三
二
三
頁

　
西
田
幾
多
郎
全
集
　
第
十
一
巻
三
九
八
頁

　
同
第
十
】
巻
四
四
五
頁

　
同
士
十
一
巻
四
四
八
頁

　
同
第
十
一
巻
四
四
五
頁
～
四
四
六
頁

　
同
第
十
一
巻
四
二
二
頁

　
善
導
、
観
経
散
善
義
、
親
鶯
、
教
行
信
証
　
信
巻
所
引

　
西
田
幾
多
郎
全
集
　
第
十
一
巻
四
二
七
頁

　
同
第
十
一
巻
四
四
九
頁

　
同
筆
十
一
巻
四
一
一
頁

　
歓
異
紗
　
第
二
章

　
西
田
幾
多
郎
全
集
　
第
十
一
巻
四
四
九
頁

　
同
第
十
一
巻
四
二
九
頁

　
同
第
十
九
巻
三
六
九
頁

　
曇
鶯
、
往
生
論
註
下
巻
、
親
鶯
、
千
行
信
証
　
証
巻
所
引

　
西
田
幾
多
郎
全
集
　
第
十
一
巻
四
〇
四
頁

　
同
第
十
一
巻
四
三
五
頁
～
四
三
六
頁

　
曇
鷺
、
往
生
論
註
下
巻
、
親
驚
、
教
行
信
証
　
証
巻
所
引

　
親
鷺
、
教
行
信
証
、
行
巻
二
十
四
丁

　
田
辺
元
氏
が
浄
土
真
宗
に
お
け
る
絶
対
は
自
己
否
定
性
、
媒
介
性
を
欠
く
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
　
（
哲
学
入
門
補
説
第
三
、
一
二
二
頁
）
仏
の
自
己
否
定

と
仏
と
衆
生
の
媒
介
が
仏
の
本
質
を
な
し
て
い
る
。

（
4
7
）

（
4
8
）

（
4
9
）

（
5
0
）

　
こ
れ
は
仏
の
場
合
に
も
云
い
得
る
の
で
あ
っ
て
、
仏
教
で
は
仏
の
三
身
と
し

て
法
身
、
報
身
、
応
身
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
仏
は
法
身
、
報
身
、
応
身
と
顕

現
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。

　
親
鶯
、
未
燈
妙
、
自
然
法
爾
事

　
「
仏
は
自
ら
悪
魔
に
も
堕
し
て
人
を
救
ふ
と
云
は
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
於

て
で
も
、
受
肉
と
云
ふ
こ
と
に
は
、
か
か
る
神
の
自
己
否
定
の
意
義
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
仏
教
的
に
は
、
此
の
世
界
は
仏
の
悲
願
の
世
界
、

方
便
の
世
界
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
仏
は
種
々
な
る
形
に
現
じ
て
、
人
を
救

ふ
こ
と
が
で
き
る
已
　
（
西
田
幾
多
郎
全
集
第
十
一
巻
四
三
六
頁
）
及
び
本
論
＝

頁
下
段
（
4
2
）
・
（
4
3
）
参
照
。
こ
こ
に
明
ら
か
に
方
便
法
身
（
報
身
）
が
応

化
身
に
現
じ
て
行
く
姿
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
親
鶯
、
教
行
信
証
証
巻
に
「
弥

陀
如
来
は
、
如
よ
り
乗
生
し
て
、
報
・
応
・
化
種
々
の
身
を
示
現
し
た
ま
ふ
已

親
鶯
、
唯
信
鉛
文
意
に
「
こ
の
報
身
よ
り
応
化
等
の
無
量
無
数
の
身
を
あ
ら
は

し
て
、
微
塵
世
界
に
無
碍
の
智
恵
光
を
は
な
た
し
め
た
ま
ふ
…
」
と
、
ま
た
教

行
信
証
総
序
に
「
こ
れ
す
な
は
ち
権
化
の
仁
、
ひ
と
し
く
苦
悩
の
群
萌
を
救
済

し
巳
と
あ
る
が
、
こ
の
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
星
野
元
豊
著
、
浄
土
の
哲
学
続
「
浄
土
」
五
二
頁
に
報
身
の
世
界
を
相
対
的

形
而
上
的
世
界
、
或
は
第
二
次
形
而
上
的
世
界
と
よ
び
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の

深
い
追
求
が
な
さ
れ
て
お
り
、
教
え
ら
れ
る
所
が
多
い
。

（
本
学
教
授
－
哲
学
）
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