
「
却
非
の
論
理
L

の
宗
教
哲
学

i

l

大
拙
と
寸
心
の
魂
の
交
流
を
め
ぐ
っ
て

ケケ

村

牧

男

一、

大
拙
の

「
郎
非
の
論
理
」

鈴
木
大
拙
の
代
表
的
な
思
想
と
し
て
、

よ
く
「
郎
非
の
論
理
し
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
「
郎
非
の
論
理
L

と
は
、
『
金
一
捌
般
若
経
』
(
以
下
『
金
剛
経
』
)
に
出
る
独

特
の
言
い
ま
わ
し
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
大
拙
は
、

そ
の
著
「
金
問
経
の
禅
』

に
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

ま
づ
第
十
三
節
に
あ
る
「
仏
説
二
般
若
波
羅
蜜
一
。
郎
非
二
般
若
波
羅
蜜
一
。
是
名
ニ
般
若
波
羅
蜜
こ
か
ら
始
め
る
。
こ
れ
を
延
書
き
に
す
る
と
、
「
仏
の
説

思
想
の
根
幹
を
な
し
て
ゐ
る
論
理
で
、

き
給
ふ
般
若
波
羅
蜜
と
い
ふ
の
は
、
却
ち
般
若
波
羅
蜜
で
は
な
い
。
そ
れ
で
般
若
波
羅
蜜
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
ヘ
か
う
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
般
若
系

ま
た
禅
の
論
理
で
あ
る
。
ま
た
日
本
的
霊
性
の
論
理
で
あ
る
。

「
金
制
経
』
独
特
の
論
理
を
、
禅
の
論
理
・
日
本
的
霊
性
の
論
理
と
捉
え
て
い
る
こ
と
に
、

ま
ず
注
意
し
て
お
き
た
い
。
実
は
、
こ
の
第
十
三
節

(a)
の
一
文

は
、
も
と
「
:
:
:
如
来
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
般
若
波
羅
蜜
は
、
正
に
波
羅
蜜
で
な
い
、
と
如
来
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
。
そ
れ
故
、
般
若
波
羅
蜜
と
一
一
一
口
わ
れ
る
の
で
あ

る
し
と
い
う
も
の
で
、
こ
こ
で
波
羅
蜜
で
な
い
と
訳
し
た
原
語
は
、

mw
匂
山

E
B芹
仰
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
即
非
に
お
け
る
否
定
は
、

る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の

a
は
実
は
し
ば
し
ば
非
よ
り
も
無
を
意
味
す
る
。

そ
こ
で
、
「
即
非
の
論
理
」
は
、
「
A
は
A
と
い
う
実
体
が
無
い
か
ら

A

a
と
い
う
否
定
辞
が
付
さ
れ

(
と
い
う
現
象
と
し
て

A
)
と
言
わ
れ
る
」
の
意
に
解
す
べ
き
で
、

そ
こ
に
何
ら
論
理
的

矛
盾
は
な
い
の
だ
、

と
論
じ
る
学
者
も
い
る
。
こ
の
解
釈
は
『
般
若
心
経
』

の
「
色
即
是
空
、
空
即
是
色
」
に
も
通
じ
、
整
合
性
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

そ
れ
は
そ
う
と
し
て
も
、

そ
の
否
定
の
意
義
は
、
『
金
剛
経
』
全
体
の
論
旨
の
中
で
は
、

A
に
と
ら
わ
れ
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、

A
に
と
ら
わ
れ
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「
即
非
の
論
理
」
の
宗
教
哲
学

ず
に
は
た
ら
く
べ
き
こ
と
、
あ
の
「
応
無
所
住
市
生
其
心
」
に
つ
ら
な
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
論
脈
を
も
考
慮
し
て
、
漢
訳
者
は
、

即
非
と
訳
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
漢
訳
者
は
一
様
に
、
無
よ
り
も
非
で
も
っ
て
訳
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
り
ふ
さ
わ
し
く

そ
れ
は
と
も
か
く
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
漢
訳
が
成
る
と
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
中
国
・
日
本
等
の
仏
教
者
は
思
惟
し
、
考
究
し
て
い
く
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
と

き
、
「
郎
非
し
と
い
う
表
現
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
た
独
自
の
思
索
の
成
果
は
、

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
吟
味
・
検
討
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
大
拙
が
ま
ず
「
即
非
の
論
理
」
の
代
表
と
し
て
挙
げ
た
も
の
は
、
「

A
即
非
A
、
是
名
A
L
と
い
っ
た
形
に
ま
と
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

大
拙
は
、
前
の
引
用
に
続
け
て
、

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
一
言
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
般
若
波
羅
蜜
と
い
ふ
文
字
を
使
つ
で
あ
る
が
、

そ
の
代
り
に
外
の
い
ろ
い
ろ
の
文
字
を
持
っ
て
来
て
も
よ
い
。
こ
れ
を
公
式
的
に
す
る
と
、

A
は
A
だ
と
云
ふ
の
は
、

A
は
A
で
な
い
、

故
に

A
は
A
で
あ
る
。

こ
れ
は
肯
定
が
否
定
で
、
否
定
が
肯
定
だ
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
お
経
で
は
此
次
す
ぐ
に
ま
た
か
う
い
ふ
こ
と
が
出
て
来
る
。
微
塵
と
云
ふ
は
微
麗
で
な
い
か

ら
微
塵
だ
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
仏
は
三
十
二
棺
を
も
っ
て
ゐ
る
と
云
は
れ
る
が
、

そ
の
三
十
二
相
は
三
十
二
相
で
な
い
の
で
あ
る
、

そ
れ
で
三
十
二
棺
が
あ
る

そ
れ
か
ら
ま
た
肯
定
に
還
る
の
で
あ
る
。

と
云
は
れ
る
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
や
う
な
按
配
で
、
総
て
の
観
念
が
、

ま
づ
否
定
せ
ら
れ
て
、

こ
う
し
て
、
こ
の
「
即
非
の
論
理
L

は
、
「
肯
定
が
苔
定
で
否
定
が
肯
定
だ
し
と
い
う
こ
と
と
ま
ず
は
言
及
し
て
い
る
。
大
拙
は
、
本
来
、
「
即
ち
f
)

に
非
ず
し
の

「
郎
非
L

に
、
「
却

i
非
、
非

1
即
し
を
読
み
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
大
拙
に
よ
る
「
却
非
L

の
独
特
の
意
味
も
成
立
し
て
い
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
大
拙
は
一
体
い
つ
頃
か
ら
「
却
非
の
論
理
」
を
自
覚
し
、

語
り
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
ま
だ
そ
の
こ
と
を
つ
き
と
め
て
は
い
な
い
が
、

た
と

え
ば
、
昭
和
十
六
年
四
月
刊
の
『
禅
へ
の
道
』

(
こ
れ
は
後
に
春
秋
社
刊
『
鈴
木
大
拙
選
集
』
第
四
巻
に
、
前
の
『
金
制
経
の
禅
』
と
あ
わ
せ
て
刊
行
さ
れ
た
)

も
、
す
で
に

「
即
非
の
論
理
L

へ
の
言
及
は
あ
る
。
次
の
よ
う
で
あ
る
。

関
山
の
「
生
死
な
し
¥
雲
門
の
「
ど
こ
に
在
る
」
、
洞
山
の
「
寒
時
寒
殺
、
熱
時
熱
殺
」

i
i
|何
れ
も
同
一
極
軸
を
め
ぐ
っ
て
居
る
が
、

」
ん
な
風
に
人
間



存
在
の
根
本
の
問
題
を
取
り
扱
ふ
の
が
禅
の
特
徴
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
般
若
哲
学
の
論
理
で
云
ふ
と
、
「
郎
非
」
の
論
理
l

l当
今
の
弁
証
法
で
あ
る
。
「
非
」

と
は
根
本
の
矛
盾
を
云
ふ
。
「
さ
う
だ
」
と
「
さ
う
で
な
い
」
と
の
対
立
を
云
ふ
。
即
ち
生
死
の
世
界
、
寒
暑
の
世
界
、
絶
対
に
相
容
れ
ぬ
も
の
の
抗
争
を
云

ふ
。
「
即
L

と
は
此
の
絶
対
に
相
容
れ
ぬ
も
の
が
、

そ
の
ま
ま
に
向
一
性
と
云
ふ
場
面
に
動
い
て
居
る
と
の
義
で
あ
る
。
間
一
性
と
云
ふ
も
の

i
i
「即」

i

i

が
別
に
あ
っ
て
、

そ
れ
で
棺
容
れ
ぬ
も
の
l

l
「
非
」
を
包
む
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
「
非
」
が
そ
の
ま
ま
に
「
却
ヘ

即
ち
絶
対
に
相
「
非
L

す
る
こ
と
、

そ

れ
が
亘
ち
に
「
即
」
な
の
で
あ
る
。
「
却
」
と
「
非
」
と
は
そ
の
ま
ま
で
同
一
な
の
で
あ
る
。

一
方
か
ら
他
方
へ
移
る
こ
と
が
な
い
の
だ
。
移
る
と
云
ふ
こ
と
が

あ
れ
ば
、
「
郎
」
も
「
非
」
も
な
く
な
る
。
「
即
非
L

の
論
理
は
成
り
立
た
ぬ
。
そ
れ
故
、
此
論
理
を
成
り
立
た
す
る
は
、
普
通
に
云
ふ
知
的
分
別
を
棄
て
て
し

ま
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
.

こ
こ
で
は
、
「
即
非
」
と
い
う
こ
と
に
、
絶
対
の
対
立
(
「
非
」
)
が
そ
の
ま
ま
一
つ
で
あ
る
(
「
即
L
)

こ
と
を
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
経
文
の
語
学
的

な
読
解
と
い
う
よ
り
は
、
禅
者
と
し
て
そ
の
表
現
に
直
観
的
に
読
み
こ
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
多
分
に
、
寸
心
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
さ
え
見
受
け
る
。
大
拙
は
、
こ
の
や
や
後
に
も
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

「
即
非
」
の
論
理
は
普
通
に
こ
ん
な
形
で
説
か
れ
る
i

i
「
心
は
非
心
な
り
、
是
を
心
と
謂
ふ
」
と
。
心
は
肯
定
、
非
心
は
否
定
。
心
と
非
心
と
の
対
立
は

肯
定
と
否
定
と
の
対
立
で
あ
る
。
此
対
立
が
そ
の
ま
ま
で
「
心
」
で
あ
る
。
併
し
「
心
L

は
心
・
非
心
の
と
き
の
心
と
同
義
で
は
な
い
。
文
字
は
同
じ
い
が
そ

の
意
味
は
深
い
、
郎
ち
心
と
非
心
と
を
包
ん
だ
心
だ
と
見
て
よ
い

0

・

や
は
り
、
対
立
の
自
己
同
一
と
い
う
こ
と
を
「
郎
非
」
に
見
て
い
る
。

A
即
非
A
に、

A
の
肯
定
と

A
の
否
定
の
対
立
を
見
、

そ
の
対
立
が
そ
の
ま
ま
一
つ
の
と

こ
ろ
を
、
是
名
A
に
見
る
の
で
あ
る
。

こ
の
『
禅
へ
の
道
』
で
は
、
こ
の
他
に
、
「
卸
非
の
論
理
」
に
言
及
す
る
笛
所
は
、

さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
す
ぐ
後
、
昭
和
十
六
年
の
六
月
に
刊
行
に

な
っ
た
『
禅
問
答
と
悟
り
』

で
は
、
何
笛
所
か
に
「
即
非
の
論
理
」
の
語
が
出
る
。
こ
の
中
、

や
は
り
大
拙
が
こ
の
論
理
自
身
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
を

引
用
し
て
み
よ
う
。
「
一
ニ
、
禅
経
験
の
研
究
に
つ
き
て
」
か
ら
で
あ
る
。

コ
レ
非
、

υ、
即
是
名
心
L
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「
即
非
の
論
理
」
の
宗
教
哲
学

四

と
云
ふ
こ
と
が
経
文
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
漢
文
の
訳
し
方
で
、
普
通
に
は
「
心
は
心
に
非
ず
、
即
ち
こ
れ
を
心
と
名
づ
く
」
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、

党
語
の
方
に
す
る
と
、
心
と
云
ふ
の
は
チ
ッ
タ
ム
(
巳
立
ω
ヨ
)
で
、
非
心
と
な
る
と
ア
チ
ッ
タ
ム

m
w
h
二一門戸口、同

と
な
る
。
ア
(
山
)

は
否
定
諾
で
あ
る
。
漢
文

の
方
の
「
心
非
心
、
郎
、
是
名
心
」
と
あ
る
の
を
、
党
語
の
方
の
書
き
方
に
す
る
と
、
「
タ
チ
ッ
タ
ム
・
ア
チ
ッ
タ
ム
・
ヤ
チ
ッ
タ
ム
」

(
E
R芹
S
E
R
-
2
ω
ヨ

百一〈リハリ
X
Z
B
)
」
と
な
る
。
寸
心
は
非
心
で
、

そ
れ
が
郎
ち
心
だ
」
と
云
ふ
意
味
で
す
。
そ
こ
で
今
「
即
是
名
L

を
一
字
に
直
し
ま
し
て
「
即
L

と
云
ふ
の
を
使
ひ

ま
す
。
そ
こ
で
「
非
」
が
す
な
は
ち
「
郎
L

、
「
郎
」
が
す
な
は
ち
「
非
」
と
去
ふ
寸
即
非
の
論
理
L

と
も
云
ふ
べ
き
も
の
が
出
来
る
。
こ
れ
が
般
若
の
論
理
な

今
日
云
ふ
と
こ
ろ
の
肯
定
と
か
否
定
と
か
云
ふ
こ
と
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
で
、
自
己
同
一
、
即
ち
「
即
」
だ
と
云
ふ
の
で
す
。
即

非
の
関
係
で
あ
る
と
云
ふ
意
味
で
は
な
い
。
そ
ち
ら
は
そ
ち
ら
、
こ
ち
ら
は
こ
ち
ら
、
そ
れ
で
こ
ち
ら
が
そ
ち
ら
、
そ
ち
ら
が
こ
ち
ら
な
の
で
す
。
今
普
通
の

の
で
す
。

即
非
の
論
理
は
、

現
象
と
か
表
現
と
か
云
っ
て
ゐ
る
人
の
考
へ
方
に
す
る
と
、

ど
う
も
、
二
つ
の
も
の
を
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の
も
の
が
「
即
」
の
関
係
で
存
在
し
て
ゐ
る
と
云

ふ
風
に
云
う
て
、
「
即
L

が
ま
た
三
一
」
、
即
ち
「
非
」
に
対
す
る
や
う
に
見
え
る
。
仏
教
は
さ
う
で
な
く
し
て
、
「
非
」
が
そ
の
ま
ま
の
「
即
」
で
あ
る
。
二
つ

あ
っ
て
「
非
」
と
云
ふ
関
係
に
立
っ
て
ゐ
る
そ
の
関
係
が
、
す
な
は
ち
「
却
」
な
の
で
す
。
「
非
」
す
な
は
ち
対
立
が
、
「
即
」
と
云
ふ
関
係
で
繋
が
れ
て
ゐ
る

と
云
ふ
意
味
で
は
な
い
。
「
非
し
と
云
ふ
こ
と
が
、
直
ち
に
、
無
媒
介
に
、
「
即
L

で
あ
り
ま
す
。
.

こ
こ
で
も
、
大
拙
は
、
非
に
対
立
を
見
、

そ
れ
が
直
ち
に
、
無
媒
介
に
「
即
L

で
あ
る
こ
と
が
、
「
即
非
」
と
い
う
こ
と
と
の
説
明
を
し
て
い
る
。

こ
の
「
禅
経
験
の
研
究
に
つ
き
て
L

は
、
昭
和
十
五
年
夏
の
講
演
に
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
末
尾
に
は
、
「
:
:
:
こ
こ
に
「
即
非
」
の
妙
処
が
感
ぜ

ら
れ
る
。
こ
れ
は
只
々
剣
術
の
一
事
に
つ
い
て
云
っ
た
の
で
あ
る
が
、

日
本
人
生
活
の
多
方
面
に
、
こ
れ
に
似
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
を
学
問
の
人
が
研
究

し
て
、
学
術
的
に
闇
明
し
て
ほ
し
い
の
で
あ
る
。
自
分
の
云
ふ
、
「
即
非
の
論
理
」
を
も
っ
と
現
代
化
し
て
や
っ
て
戴
き
た
い
と
思
ふ
の
で
す
。
:
:
:
」
と
述
べ
て
い

て
、
禅
の
学
問
的
把
握
に
は
「
即
非
の
論
理
し
が
焦
点
に
な
る
こ
と
を
訴
え
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
る
。
す
で
に
こ
の
時
点
で
、
大
拙
の
胸
の
中
に
は
、
「
即
非

の
論
理
L

の
重
要
性
が
深
く
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
同
書
の
「
二
、
悟
り
L

の
中
に
は
、
「
追
記
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

悟
り
の
端
的
は
、
無
分
別
の
分
別
で
あ
る
。
普
通
の
論
理
で
は
、
分
別
だ
け
を
見
て
無
分
別
を
見
な
い
。
悟
り
で
は
、
無
分
別
を
見
る
、
而
し
て
そ
の
無
分

別
の
う
ち
に
分
別
を
容
れ
る
。
分
別
が
無
分
別
と
別
に
な
ら
ず
し
て

一
つ
に
な
る
。
是
処
に
倍
り
の
妙
が
あ
る
、
悟
り
の
論
理
が
建
立
せ
ら
れ
る
。
「
即
非
の



論
理
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
即
非
の
論
理
と
は
行
為
そ
の
も
の
で
あ
る
。
行
為
の
外
に
論
理
は
な
い
。
.

分
別
は
対
立
、
無
分
別
は
自
己
同
一
と
見
て
、
上
来
の
説
明
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
こ
で
は
、
単
に
対
立
の
同
一
と
い
う
の
で
は
な
く
、
行
為
そ

の
も
の
の
上
に
「
却
非
L

を
見
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

さ
ら
に
、
大
地
の
多
数
の
著
作
の
中
、
大
拙
自
身
が
最
も
重
視
し
て
い
た
『
禅
の
思
想
』
(
昭
和
十
八
年
九
月
刊
)

に
お
い
て
も
、
「
即
非
の
論
理
L

へ
の
言
及
は

し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
大
拙
の
思
索
が
、

さ
ら
に
深
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
う
け
る
。

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

-
:
:
分
別
の
行
先
を
窮
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
此
努
力
が
成
熟
す
る
と
自
然
に
会
が
あ
る
、
知
が
あ
る
、
無
分
別
の
分
別
に
徹
底
す
る
。
す
る
と
心
の
無

心
、
無
心
の
心
が
わ
か
る
。

わ
か
る
と
云
ふ
こ
と
が
心
無
心
、
無
心
心
な
の
に
外
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
は
分
別
だ
け
の
分
別
は
な
い
。
仮
も
な
く
真
も
な
い
、
愛

も
な
く
憎
も
な
い
、

又
無
愛
も
無
憎
も
な
い
。
す
べ
て
対
立
の
世
界
|
|
只
の
対
立
の
世
界
は
一
掃
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
二
性
空
で
あ
る
。
二
性
空
と
は
単
に

対
立
を
否
定
し
た
の
で
な
く
、
対
立
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、

そ
こ
に
別
個
の
世
界
が
あ
る
と
の
義
で
あ
る
。
別
個
と
は
対
立
と
別
だ
と
去
ふ
の
で
な
く
、
無
分

別
の
分
別
の
義
で
、
無
対
立
の
対
立
を
云
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
大
珠
は
此
で
無
心
と
云
ふ
、
此
無
心
は
上
記
の
心
と
同
一
義
で
あ
る
。
般
若
的
即
非
の
論
理

は
い
つ
も
こ
ん
な
風
に
展
開
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

こ
の
説
明
は
、
上
来
見
て
き
た
と
こ
ろ
と
変
る
も
の
で
は
な
い
が
、
分
別
を
窮
め
る
と
い
う
実
践
(
行
)
に
即
し
て
の
説
明
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い

点
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
『
禅
の
思
想
』
は
、
「
第
一
篇

禅
思
想
(
無
知
の
知
ー
l
無
分
別
の
分
別
)
、
第
二
篇

禅
行
為
(
無
功
用
の
行
為

l
i無
作
の
作
)

第
三
篇

禅
問
答
」
と
い
う
構
成
で
あ
り
、
今
の
説
明
は
、
「
第
二
篇

禅
行
為
L

に
出
る
も
の
で
あ
る
。
他
に
、
「
:
:
:
浄
瓶
は
そ
の
ま
ま
で
浄
瓶
で
な
い
。
枯
椿

も
さ
う
で
あ
る
。
何
れ
も
一
た
び
そ
の
否
定
を
通
過
し
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
枯
椿
(
浄
瓶
)

は
枯
椿
(
浄
瓶
)

に
非
ず
、
是
れ
を
枯
梼
(
浄
瓶
)

と
名
づ
く
で
、

般
若
的
即
非
の
論
理
が
な
い
と
、
法
身
辺
事
と
法
身
向
上
事
と
は
呑
み
込
め
な
い
の
で
あ
る
。
併
し
論
理
が
あ
っ
て
そ
れ
か
ら
経
験
が
あ
る
の
で
な
い
、
経
験
の
可

能
を
論
理
づ
け
る
ま
で
で
あ
る
」
と
も
あ
り
、
「
即
非
の
論
理
」
は
二
た
び
否
定
を
通
過
す
る
L

と
い
う
動
態
を
ふ
ま
え
て
解
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
辺
は
、
青
原
の
惟
信
禅
締
の
あ
の
有
名
な
上
堂
に
ふ
れ
る
と
き
、
当
然
指
摘
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
有
名
な
上
堂
と
は
、
「
老
僧
三
十
年
前
、
未
だ
禅
に
参
ぜ

ざ
り
し
時
、
山
を
見
れ
ば
是
れ
山
、
水
を
見
れ
ば
是
れ
水
。
後
来
、
親
し
く
知
識
を
見
て
、
笛
の
入
処
あ
る
に
至
る
に
及
ん
で
、
山
を
見
れ
ば
是
れ
山
に
あ
ら
ず
、
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水
を
見
れ
ば
是
れ
水
に
あ
ら
ず
。
市
今
、
箇
の
休
歌
の
処
を
得
て
、
前
に
依
り
て
、
山
を
見
れ
ば
紙
こ
れ
山
、
水
を
見
れ
ば
紙
こ
れ
水
な
り
。
:
:
:
」
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
拙
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

そ
れ
が
全
然
否
定
せ
ら
れ
て
、
分
別
は
そ
の
根
源
の
と
こ
ろ
で
足
場

を
失
っ
た
。
が
、
も
う
一
つ
の
転
機
に
出
く
は
し
た
ら
否
定
が
も
と
の
肯
定
に
還
っ
た
。
無
分
別
の
分
別
が
得
ら
れ
た
、
即
非
論
理
の
過
程
を
往
還
し
た
。

般
若
の
即
非
的
論
理
は
此
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
づ
常
識
的
に
分
別
上
の
肯
定
が
あ
る
。

こ
こ
で
も
、
非
は
、
対
立
と
い
う
よ
り
、
分
別
そ
の
も
の
の
否
定
(
無
分
別
)
を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
即
非
」
と
し
て
は
、
無
分
別
の
分
別

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
明
ら
か
に
こ
こ
で
は
、
非
は
分
別
上
の
対
立
で
あ
る
よ
り
は
そ
の
否
定
で
あ
る
。
「
即
非
」
は
、
こ
の
否
定
(
無
分
別
、
無
対
立
)

を
透
過
し

て
、
肯
定
(
対
立
・
分
別
)

に
戻
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
大
拙
の
「
即
非
の
論
理
L

理
解
は
、
今
一
つ
の
奥
行
を
持
つ
に
至
る
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
こ
の
書
で
特
徴
的
な
の
は
、
超
個
と
個
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
禅
的
実
存
の
あ
り
方
が
説
明
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
個
と
超
個
と
は
矛
盾
す

る
や
う
に
出
来
て
居
る
。
此
矛
盾
は
脱
却
せ
ら
れ
ぬ
も
の
、
解
消
せ
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
矛
盾
を
矛
盾
と
し
て
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
脱
却
で
あ
り
、

解
消
で
あ
る
。
般
若
の
論
理
は
そ
れ
を
即
非
と
云
ふ
」
と
言
っ
て
い
る
。
対
立
が
、
問
一
平
面
上
の
事
で
な
く
、
個
と
超
個
の
閑
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
や
は

り
前
に
見
た
「
対
立
の
自
己
同
ご
と
し
て
の
「
即
非
」
と
も
や
や
異
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
単
な
る
対
象
論
理
上
の
矛
盾
の
止
揚
で
は
な
く
、
主
体
の
契
機

を
織
り
こ
ん
で
の
矛
盾
の
自
己
同
一
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
の
箇
所
に
も
、
「
こ
の
個
は
個
で
而
か
も
超
個
で
あ
る
。
超
個
で

而
か
も
個
で
あ
る
。
こ
れ
は
般
若
の
即
非
的
弁
霊
法
論
理
で
あ
る
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
次
の
説
明
が
あ
る
。

盤
山
の
宝
積
の
示
衆
に
こ
ん
な
の
が
伝
へ
ら
れ
て
あ
る
。
如
何
に
も
此
間
の
消
息
を
洩
ら
し
て
居
る

(
以
下
意
訳
)
。

「諸
t
の
禅
人
が
た
に
申
し
ま
す
が
、
響
へ
て
見
る
と
、
剣
を
空
中
に
揮
ふ
や
う
な
も
の
だ
、

と
ど
く
か
、

と
ど
か
ぬ
か
は
問
題
で
な
い
。
空
に
描
か
れ
る

線
に
は
輪
廓
の
迩
が
な
い
。

そ
れ
か
ら
剣
の
刃
も
都
け
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
塩
梅
に
〔
生
活
を
規
制
し
て
行
け
る
と
〕
、
心
心
無
知
で
あ
る
。
〔
こ

た
だ
無
分
別
の
分
別
で
あ
る
こ
と
を
記
憶
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
〕
そ
れ
で
全
心
即
仏
、
全
仏
即
人
、
ー
ー

人
と
仏
と
無
異
で
あ
る
。
道
と
云
ふ
も
の
が
此
で
始
め
て
成
り
立
つ
。
(
個
は
個
で
あ
る
、
超
個
で
は
な
い
が
、
超
個
は
個
で
始
め
て
用
が
可
能
に
な
る
。
倍
は

れ
は
無
意
識
と
云
ふ
こ
と
で
な
い
、
分
別
は
あ
る
、

超
個
で
あ
る
、
個
だ
け
で
な
い
、
超
個
の
個
で
あ
る
。
仏
と
人
と
は
即
非
無
異
の
論
理
で
あ
る
。
〕
:
:
:
し

:
無
功
用
行
と
は
何
を
云
ふ
の
か
わ
か
る
、

又
無
知
の
知
、
無
分
別
の
分
別
が
何
を
志
向
し
て
窟
る
か
が
わ
か
る
。
全
心
(
個
)

は
仏
(
超
箇
)

で
あ
り



全
仏
(
超
箇
)

は
人
(
個
)

で
あ
る
が
、
両
者
は
只
無
闇
に
湾
融
す
べ
き
で
な
く
、
各
t
其
領
域
に
居
て
、
而
か
も
団
互
円
融
性
を
失
な
は
ぬ
の
で
あ
る
。
此

種
の
円
融
性
が
行
為
と
な
る
と
き
、
禅
者
は
こ
れ
を
無
作
の
作
と
云
ふ
、

で
あ
る
。
但
々
知
的
表
現
で
は
無
分
別
の
分
別
、
無
知
の
知
で
あ
る
。

文
空
輸
無
迩
と
云
ふ
、
:
:
:
そ
の
外
千
百
の
言
詮
、
指
す
と
こ
ろ
は
何
れ
も
此
方
向

こ
の
よ
う
に
、
「
即
非
」
と
は
、
超
個
と
個
の
関
係
な
い
し
仏
と
人
の
関
係
を
言
う
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
単
に
関
係
の
み
で
な
く
、

そ
の
悟
り
に
基
づ
く
一
行
為
そ
の
も
の
を
言
い
表
す
も
の
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
「
即
非
の
論
理
」
が
奥
行
き
を
持
っ
て
く
る
と
、

そ
の
出
典
で
あ
る
『
金
剛
般
若
経
』
を
扱
っ
た
前
出
『
金
剛
経
の
禅
』

で
は
、

さ
ら
に
ど

の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
く
の
か
、
興
味
が
持
た
れ
る
で
あ
ろ
う
。
今
、
『
金
剛
経
の
禅
』
に
つ
い
て
、
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
と
、
こ
れ
は
当
初
、

か
の
『
日
本
的
霊

性
』
の
初
版
に
収
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
『
日
本
的
霊
性
』
は
、
昭
和
十
九
年
の
春
頃
か
ら
秋
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

(
第
二
刷
に
序
す
)
。
そ
の
年
、

十
二
月
に
大
東
出
版
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
『
金
剛
経
の
禅
』
は
、
昭
和
十
八
年
冬
か
ら
十
九
年
春
に
か
け
て
の
講
演
筆
記
に
手
を
加
え
た
も
の
で
、
大
拙

は
、
「
こ
こ
で
は
殊
に
禅
を
日
本
的
霊
性
の
表
現
と
し
て
は
説
い
て
い
な
い
が
、

そ
れ
へ
の
準
備
に
は
な
っ
て
居
る
と
思
ふ
」
と
言
っ
て
い
る
(
初
版
序
)
。
こ
の
『
金

剛
経
の
禅
』
は
、
昭
和
二
十
三
年
の
新
版
刊
行
に
際
し
て
は
除
か
れ
、
後
に

(
昭
和
三
十
五
年
)
、
『
禅
へ
の
道
』
と
と
も
に
春
秋
社
か
ら
一
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。

岩
波
書
庖
の
『
鈴
木
大
拙
全
集
』

で
も
、
『
日
本
的
霊
性
』
は
第
八
巻
に
、
『
金
剛
経
の
轡
』
は
そ
れ
と
は
別
の
第
五
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

『
金
剛
経
の
禅
』

の
全
体
の
章
立
て
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
へ
が
き

般
若
即
非
の
論
理

応
無
所
住
而
生
其
心

四

二
世
心
不
可
得
(

五

二
世
心
不
可
得
(

ームー
1¥ 
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こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
な
る
ほ
ど
「
般
若
郎
非
の
論
理
」
の
一
章
が
あ
る
の
だ
が
、

し
か
し
、
『
金
剛
経
の
禅
』
そ
の
も
の
は
、
「
即
非
の
論
理
L

を
最
重
要
の

主
題
と
し
て
、
こ
れ
を
詳
細
に
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
関
心
は
無
功
用
の
は
た
ら
き
、
絶
対
現
在
の
主
体
と
い
っ
た
問
題
の
究
明
に
移
っ
て
い

る
の
が
実
情
で
あ
る
。

し
か
も
、

そ
の
「
郎
非
の
論
理
」
の
説
明
は
、
す
で
に
本
稿
の
最
初
に
述
べ
た
よ
う
で
あ
り
、
「
否
定
即
肯
定
、
肯
定
郎
否
定
L

と
い
う
、
比
較
的
単
純
な
も
の
で

あ
る
。
ち
な
み
に
、
大
拙
は

「
仏
説
般
若
波
羅
蜜
。
即
非
般
若
波
羅
蜜
。
是
名
般
若
波
羅
蜜
。
」
こ
の
形
式
を
自
分
は
ま
た
即
非
の
論
理
と
云
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
論
理
か
何
か

わ
か
ら
ん
が
、

と
に
角
ま
あ
さ
う
云
っ
て
お
く
。
こ
の
即
非
の
論
理
が
、

ま
た
霊
性
的
直
覚
の
論
理
で
あ
っ
て
、
禅
の
公
案
を
解
く
鍵
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

わ
か
る
と
、
『
金
制
経
』
も
ま
た
わ
か
る
の
で
あ
る
。
六
百
巻
の
『
般
若
経
』
も
何
の
事
な
く
す
ら
/
¥
と
解
け
る
。
格
に
入
っ
て
格
を
出
る
と
い
ふ
日
本
的
芸

術
的
直
覚
の
根
拠
に
も
徹
し
得
る
の
で
あ
る

と
も
言
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
論
理
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
は
言
い
切
っ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
論
理
と
し
て
の
自
覚
が
大
拙
自
身
に
お
い
て
、

一
層
深
ま
っ
て

い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
霊
性
的
直
覚
の
論
理
だ
と
い
う
指
摘
は
、

も
ち
ろ
ん
従
来
か
ら
一
貫
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
「
金
剛
経
の
禅
』
で
は
、
大
拙
は
、

も
は
や
「
郎
非
の
論
理
」
を
ふ
ま
え
た
「
無
住
L

(

応
無
所
住
市
生
其
心
)
の
行
為
の
世
界
、

さ
ら
に
は
そ

の
主
体
そ
の
も
の
と
し
て
の
「
人
」
の
世
界
等
を
描
く
こ
と
の
方
に
、
重
点
を
移
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

一一、

寸
心
と
大
拙
の
交
流

l
i寸
心
の
手
紙
か
ら

こ
の
『
金
制
経
の
禅
』
を
含
む
『
日
本
的
霊
性
』
は
、

お
そ
ら
く
刊
行
さ
れ
る
と
間
も
な
く
、
西
田
す
心
(
幾
多
郎
)

の
も
と
へ
贈
ら
れ
た
。
す
る
と
、

そ
の
こ

と
が
き
っ
か
げ
と
な
っ
て
、
「
郎
非
の
論
理
L

は
そ
の
深
い
意
味
が
一
段
と
解
明
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
下
、

」
の
こ
と
に
つ
い
て
、
寸
心
の
大
拙

へ
あ
て
た
手
紙
を
し
ば
ら
く
検
-
証
し
て
み
よ
う
。

今
、
『
日
本
的
霊
性
』
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
一
一
百
っ
た
が
、

と
い
う
の
も
、

た
と
え
ば
『
禅
の
思
想
』

の
刊
行
時
頃
の
大
拙
宛
書
簡
に
、

「
即
非
の
論
理
」

対

す
る
目
立
っ
た
反
応
は
見
出
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
昭
和
十
八
年
十
一
月
十
一
日
付
葉
書
に
、



金
剛
経
の
方
よ
り
や
は
り
心
為
非
心
の
般
若
の
方
が
哲
学
者
に
よ
い
様
だ
。
般
若
は
と
て
も
大
き
な
も
の
の
さ
う
だ
が
、
何
処
か
そ
の
箇
所
だ
け
一
寸
見
た

い
。
線
引
で
は
一
寸
と
困
る
か
ら
。
し
急
が
ぬ
が
い
つ
で
も
よ
い
。
そ
こ
を
一
寸
見
せ
て
下
さ
い
。

と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
時
は
ま
だ
「
金
剛
般
若
経
』
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
後
の
『
日
本
的
霊
性
』
、

そ
し
て
お
そ
ら

く
そ
れ
に
付
録
さ
れ
た
『
金
制
経
の
禅
』

は
、
す
心
に
大
き
く
働
き
か
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

大
拙
の
『
日
本
的
霊
性
』
が
刊
行
に
な
っ
た
の
は
、
前
に
も
言
う
よ
う
に
昭
和
十
九
年
の
十
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
明
け
て
昭
和
二
十
年
二
月
六
日
付
の
寸
心

の
葉
書
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

風
は
い
か
け
七

も
う
す
っ
か
り
宣
っ
た
か
。
十
分
に
用
心
し
玉
へ
。
老
人
に
肺
炎
は
危
倹
/
¥
」
。

日
本
的
霊
性
と
大
燈
百
二
十
則
難
有
う
。
日
本
的
霊
性
読
了
。
大
変
面
白
い
。
日
本
的
霊
性
は
真
に
鎌
倉
時
代
に
至
っ
て
覚
醒
し
た
と
思
ひ
ま
す
。
務
台
も

大
喜
び
で
せ
う
。
才
市
と
い
ふ
意
外
な
妙
好
人
が
あ
っ
た
も
の
で
す
ね
。
誰
に
も
知
ら
れ
な
か
っ
た
人
で
せ
う
。

そ
し
て
、
同
年
三
月
十
一
日
付
に
、
次
の
手
紙
が
あ
る
の
で
あ
る
。

大
拙
君

一
昨
日
は
折
角
御
出
下
さ
い
ま
し
た
の
に
最
初
か
ら
行
き
違
ひ
、

そ
れ
に
人
が
来
た
り
し
て
十
分
お
話
も
で
き
ず
残
念
で
し
た
。
私
は
今
宗
教
の
こ
と
を
か

い
て
ゐ
ま
す
。
大
体
従
来
の
対
象
論
理
の
見
方
で
は
宗
教
と
い
ふ
も
の
は
考
へ
ら
れ
ず
、
私
の
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
即
ち
即
非
の
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
云
ふ
こ
と
を
明
に
し
た
い
と
思
ふ
の
で
す
。
私
は
即
非
の
般
若
的
立
場
か
ら
人
と
い
ふ
も
の
即
ち
人
格
を
出
し
た
い
と
お
も
ふ
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ

を
現
実
の
歴
史
的
世
界
と
結
合
し
た
い
と
思
ふ
の
で
す
。
唯
今
雑
誌
に
出
す
こ
と
が
で
き
ず
誠
に
困
り
ま
す
。
ま
だ
半
分
位
で
す
が
で
き
ま
し
た
ら
原
稿
か
の
o
ロて

か
で
御
覧
に
入
れ
た
い
と
存
じ
居
り
ま
す
。
君
の
「
日
本
的
霊
性
」
は
実
に
教
え
ら
れ
ま
す
。
(
無
念
即
全
心
は
面
白
い
)
。
私
は
論
理
と
結
合
す
る
た
め
自
己

の
存
在
を
主
語
的
方
向
か
ら
と
か
、
述
語
的
方
向
か
ら
と
か
云
っ
て
、

一
寸
普
通
に
分
り
に
く
い
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
が
、
こ
れ
は
説
明
す
れ
ば
何
で
も
あ
り
ま

せ
ぬ
。
主
語
的
と
か
、
述
語
的
と
か
、
時
間
空
間
と
い
ふ
の
は
ど
う
も
論
理
を
弄
す
る
様
で
す
が
、
こ
れ
ら
と
の
関
係
を
明
に
し
て
置
か
な
い
と
、

者
を
一
言
も
云
は
さ
い
様
に
説
服
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ぬ
。
(
以
下
、
略
)

ど
う
も
学

戦
争
も
末
期
、

二
人
の
希
有
な
哲
人
は
、
宗
教
を
め
ぐ
っ
て
寂
か
に
深
い
対
話
を
行
っ
て
い
た
。
寸
心
が
、
ー
私
は
今
宗
教
の
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
L

と
言
っ
て
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「
即
非
の
論
理
」
の
宗
教
哲
学

。

い
る
の
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
寸
心
最
後
の
論
文
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
こ
の
年
の
二
月
に
起
稿
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
寸
心
が
宗
教
を
論
じ
た
論
文
に
、
大
拙
の
い
う
「
即
非
の
論
理
」
、

そ
し
て
『
金
剛
経
の
禅
』
は
大
き
な
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
実
際

は
、
後
に
見
る
こ
と
と
す
る
が
、
こ
こ
に
、
「
君
の
「
日
本
的
霊
性
」
は
実
に
教
え
ら
れ
ま
す
」
と
あ
る
の
も
、

そ
の
一
証
左
で
あ
る
。

一
方
、
寸
心
が
、
「
私
の
矛

盾
的
自
己
同
一
の
論
理
部
ち
郎
非
の
論
理
L

と
言
っ
て
く
れ
た
こ
と
は
、
大
拙
に
あ
ら
た
め
て
、
般
若
の
立
場
の
論
理
的
把
握
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
致
さ
せ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。

寸
心
は

翌
日

(
三
月
十
二
日
て

さ
ら
に
次
の
葉
書
を
出
す
。

盤
山
宝
積
が
万
を
ふ
り
ま
は
し
て
無
心
即
全
心
と
い
ふ
の
は
大
変
面
白
い
。
あ
れ
は
何
に
あ
る
の
で
す
か
。
君
の
無
位
の
真
人
論
も
見
た
い
も
の
だ
」
。
生
死

郎
浬
繋
と
君
の
生
死
が
不
生
、
不
生
が
生
死
と
同
し
と
見
て
よ
い
か
。

盤
山
宝
積
の
こ
と
は
、
す
で
に
『
禅
の
思
想
』
に
も
出
て
い
た
。
し
か
し
こ
こ
で
寸
心
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
一
連
の
流
れ
を
考
慮
す
る
と
き
、

人
」
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
の
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

や
は
り
『
金
剛

経
の
禅
』

の
「
三

応
無
所
住
市
生
其
心
し
の
中
、
「
8

そ
れ
か
ら
ま
た
其
頃
に
盤
山
宝
積
と
い
ふ
禅
者
が
居
た
が
、

そ
の
人
は
こ
の
無
功
徳
を
端
的
に
次
の
や
う
に
述
べ
て
ゐ
る
。
丁
度
万
を
空
中
で
振
り
廻
す
や

う
な
も
の
だ
。
空
中
で
振
り
廻
す
万
で
あ
る
か
ら
、
向
ふ
へ
届
く
と
か
届
か
な
い
と
か
い
ふ
問
題
は
更
に
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
そ
の
振
り
廻
し
た
万
の

ゑ
が
く
円
で
あ
る
が

そ
れ
は
空
輸
で
何
等
の
跡
が
な
い
、

さ
う
し
て
ま
た
万
の
刃
の
欠
け
る
と
い
ふ
こ
と
も
な
い
。
か
う
い
ふ
具
合
に
心
が
働
く
時
、

そ
れ

を
無
心
と
も
無
念
と
も
去
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
こ
の
無
念
が
即
ち
全
心
で
あ
る
。
全
心
が
即
ち
仏
だ
、

全
仏
だ
。
全
仏
は
即
ち
人
で
あ
る

人
と
仏
と
は
一
体

で
あ
る
。
こ
の
一
体
が
働
く
時
に
、
念
念
不
停
流
と
云
ふ
こ
と
に
な
る

D

心
の
流
れ
は
止
ま
ら
ぬ
、
こ
れ
が
心
心
不
異
で
あ
る
。

こ
こ
に
盤
山
は
全
仏
は
人
で
あ
る
と
云
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
「
人
」
と
い
ふ
字
に
気
を
つ
け
て
み
た
い
。
:
:
:
宗
教
的
又
は
霊
性
的
生
活
と
云
ふ
立
場
で
は
、

ど
う
し
て
も
さ
う
い
ふ
や
う
な
分
別
的
な
も
の
を
す
べ
て
絶
滅
し
て
、
さ
う
し
て
絶
対
無
の
と
こ
ろ
即
ち
無
所
住
の
と
こ
ろ
で
、
働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

師
の
「
全
仏
即
人
、
人
仏
無
異
」
と
云
ふ
そ
の
人
の
働
く
と
こ
ろ
は
実
に
此
場
処
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
無
難
禅
師
の
歌
に
あ
る
「
心
の
ま
ま
」
と
い
ふ
、
そ
の
心
、
そ
れ
が
盤
山
禅
師
の
云
は
れ
る
「
全
仏
部
人
」
と
い
ふ
人
で
あ
る
。
又
、
臨
済
禅
師
の
「
一

無
位
の
真
人
」
で
あ
る
。
入
も
、
心
も
、
仏
も
、
皆
一
つ
の
霊
性
的
自
覚
で
あ
る
」
と
の
文
も
そ
こ
に
あ
る
。
寸
心
が
、

宝
積
禅

「
君
の
無
位
の
真
人
論
も
見
た
い
も
の
だ
」



大
拙
が
『
金
剛
経
の
禅
』
(
『
日
本
的
霊
性
』
所
収
)

と
も
書
き
送
っ
た
理
由
が
分
か
る
。
前
に
す
心
が
、
「
私
は
即
非
の
般
若
的
立
場
か
ら
人
と
い
ふ
も
の
即
ち
人
格
を
出
し
た
い
と
お
も
ふ
の
で
す
」
と
言
っ
た
の
も
、

に
お
い
て
強
調
す
る
「
人
」
に
共
鳴
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

参
考
ま
で
に
、
盤
山
宝
積
(
七
四
回
(
)
八
二
五
?
)

は、

『景
徳
伝
灯
録
』
巻
七
に
そ
の
伝
記
が
出
る
。
そ
の
中
に
は
、
「
:
:
:
夫
心
月
孤
円
、
光
呑
万
象
。
光
非

照
境
、
境
亦
非
存
。
光
境
倶
亡
、
復
是
何
物
。
禅
徳
、
警
如
櫛
剣
揮
空
。
莫
論
及
之
不
及
。
斯
乃
空
輪
無
迩
、
剣
刃
無
巌
。
若
能
如
是
、
心
心
無
知
、
全
心
即
仏
、

全
仏
即
人
、
人
仏
無
異
、
始
為
道
府
矢
し
と
あ
る
。

前
の
手
紙
か
ら
間
も
な
く
、

三
月
十
八
日
、
寸
心
は
大
拙
に
次
の
よ
う
に
葉
書
を
書
く
。

:
と
に
か
く
般
若
即
非
の
論
理
と
い
ふ
の
は
面
白
い
と
お
も
ひ
ま
す
。
あ
れ
を
西
洋
論
理
に
対
抗
す
る
様
に
論
理
的
に
作
り
上
げ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
さ

う
で
な
い
と
東
洋
思
想
と
云
っ
て
も
非
科
学
的
な
ど
と
云
は
れ
て
、
世
界
的
発
展
の
力
を
持
て
な
い
。
禅
に
矢
が
矢
を
さ
〉
へ
る
と
語
が
あ
っ
た
。
御
教
示
を

乞
ふ
。

寸
心
は
、
大
拙
に
さ
か
ん
に
、
「
論
理
L

の
自
覚
を
促
す
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
な
る
と
、
大
拙
も
「
即
非
の
論
理
」
を
「
論
理
L

と
し
て
真
剣
に
考
え
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
が
脱
稿
す
る
の
は
、
同
年
四
月
で
あ
る
。
足
か
け
三
ヵ
月
の
間
に
、
寸
心
は
宗
教
を
め
ぐ
る
畢
生
の
論
文
を
ま
と
め
あ
げ
た

の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
、
熱
烈
な
悲
願
に
つ
き
動
か
さ
れ
て
の
、
全
身
全
霊
で
の
執
筆
で
あ
っ
た
。

五
月
に
入
る
と
、
次
の
よ
う
な
手
紙
が
あ
る

(
十
一
日
付
)
。

大
分
暖
く
は
な
っ
て
来
た
や
う
だ
が
、
私
は
ま
だ
綿
入
二
枚
、

シ
ャ
ツ
二
枚
、
冬
の
通
り
だ
。
お
変
り
も
な
き
か
。

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
も
悲
惨
な
末
路
を
遂
げ
た
。
無
理
が
通
れ
ば
道
理
が
引
込
む
と
い
ふ
諺
も
あ
る
が
、
無
理
は
や
は
り
遂
に
は
通
ら
ぬ
も
の
ら
し
い
。
今
の
人
は

力
信
仰
の
全
体
主
義
が
新
し
行
方
の
や
う
に
い
ふ
が
、
逆
に
そ
れ
は
旧
思
想
で
最
早
時
代
錯
誤
で
あ
り
、
新
ら
し
い
方
向
は
却
っ
て
そ
の
逆
の
方
向
に
、
即
ち

世
界
主
義
的
方
向
に
あ
っ
て
、
世
界
は
不
知
不
識
そ
の
方
向
に
歩
ん
で
居
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

君
の
宗
教
諭
を
拝
見
し
た
。
同
感
す
る
所
多
い
色
E
教
へ
を
受
け
た
。
私
は
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
、
仏
教
を
哲
学
的
に
勝
れ
た
点
が
あ
り
、

却
っ
て
将
来

に
貢
献
す
る
も
の
も
の
あ
る
で
な
い
か
と
思
ふ
。

キ
リ
ス
ト
教
は
論
理
的
に
言
語
的
論
理
対
象
論
理
だ
と
い
ふ
。
神
を
対
象
的
方
向
の
極
に
克
て
ゐ
る
の
で
あ
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「
即
非
の
論
理
」
の
宗
教
哲
学

る
。
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
は
、

一
面
般
若
即
非
の
論
理
あ
る
と
共
に

一
面
に
そ
の
自
己
を
限
定
と
し
て
、
即
ち
一
と
多
と
の
矛
盾
的
自
己
同

空
間
時
間
の
自
己
同
一
、
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
と
し
て
、
唯
一
な
る
も
の
即
ち
個
が
出
て
来
る
と
お
も
ふ
。
全
心
即
仏
即
人
で
あ
る
。
何
と
か
し
て
印
刷
に

し
て
か
ら
御
覧
に
入
れ
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
。
君
の
も
の
も
早
く
印
刷
に
で
き
る
と
よ
い
が
。

花
が
ゐ
な
く
な
っ
て
一
寸
御
返
し
す
る
便
が
も
う
な
く
な
っ
た
の
で
、
小
包
で
御
返
し
す
る
。
近
い
所
だ
か
ら
大
抵
大
丈
夫
と
は
思
ふ
が
、
こ
の
頃
事
故
何

事
も
不
安
に
堪
へ
ず
、
御
落
手
の
上
は
一
報
を
乞
ふ
。
(
以
下
略
)

寸
心
の
関
心
は
、

ど
こ
ま
で
も
、
個

1
主
体
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
宗
教
の
深
み
か
ら
、
個
の
成
立
を
見
届
け
て
、

さ
ら
に
そ
れ
を
「
現
実
の
歴
史
的
世

界
に
結
合
し
た
い
¥
す
な
わ
ち
、
歴
史
創
造
の
主
体
と
し
て
打
ち
出
し
た
い
と
い
う
の
が
、
哲
学
者
・
寸
心
の
、
時
代
の
「
も
の
」
と
な
っ
て
の
課
題
で
あ
っ
た
口

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
御
返
し
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
、
「
君
の
宗
教
諭
L

の
原
稿
お
よ
び
『
景
徳
伝
灯
録
』
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
同
日
付
の
以
下
の
葉

書
と
手
紙
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
「
景
徳
伝
灯
録
』
は
、
寸
心
の
盤
山
宝
積
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
、
大
拙
が
と
ど
け
て
あ
げ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ

が
、
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
も
脱
稿
し
た
の
で
、

お
返
し
し
よ
う
と
い
う
こ
と
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
ず
向
日
付
(
五
月
十
一
日
付
)

け
ふ
御
原
稿
と
伝
灯
録
三
冊
を
小
包
に
し
て
郵
便
局
へ
も
た
せ
て
や
り
ま
し
た
ら
、
小
包
も
だ
め
だ
と
云
っ
て
返
さ
れ
ま
し
た
。

の
葉
書
に
、

と
あ
る
。
さ
ら
に
同
じ
く
向
日
付
の
手
紙
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

大
拙
兄

伝
灯
録
難
有
う

君
の
東
洋
文
化
の
根
底
に
悲
願
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
よ
く
考
へ
て
見
る
と
そ
れ
非
常
に
面
白
い
。
私
も
さ
う
い
ふ
立
場
か
ら
考
へ
て
行
っ
て
見
た
い
と
思

ふ
。
そ
の
故
に
西
洋
の
物
の
考
へ
方
が
す
べ
て
対
象
論
理
的
で
あ
っ
た
の
だ
。
(
以
下
略
)

寸
心
は
、
西
洋
の
対
象
論
理
と
生
命
を
賭
け
て
格
闘
し
て
き
た
。
対
象
論
理
で
は
尽
く
さ
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、

宗
教
諭
を
書
き
あ
げ
た
今
、
寸
心
は
も
う

一
度
、
世
に
訴
え
よ
う
と
思
っ
て
い
た
。
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
す
な
わ
ち
即
非
の
論
理
、
場
所
や
逆
対
応
の
考
え
方
、

そ
れ
ら
が
い
か
に
対
象
論
理
で
あ

り
え
な
い
か
を
明
か
す
べ
き

「
私
の
論
理
に
つ
い
て
し
が
起
稿
さ
れ
た
の
は

五
月
で
あ
る
。

す
心
は
そ
の
メ
ツ

セ
!
ジ
を

こ
の
手
紙
で
大
拙
に
送
っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
六
月
七
日
、

寸
心
は
急
逝
し
て
し
ま
う
。
今
の
手
紙
か
ら
、

わ
ず
か
に
一
月
弱
の
こ
と
で
あ
る
。

大
拙
が
い
か
に
忙
然
と
し

い
か
に
悲
嘆

く



れ
た
か
、
想
像
す
る
に
あ
ま
り
あ
る
。
二
人
の
間
の
密
度
の
濃
い
交
流
も
、
こ
こ
で
も
は
や
不
能
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

一一、

『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』

σ〉

「
則
非
の
論
理
」

戦
争
も
末
期
の
苦
し
く
切
迫
し
た
状
況
の
中
で
、
特
に
『
日
本
的
霊
性
』
を
き
っ
か
り
と
す
る
大
拙
と
寸
心
の
短
い
聞
で
の
一
連
の
交
流
は
、
大
き
な
実
を
結
ん

で
い
く
。
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
の
中
に
は
、
大
拙
の
教
示
に
基
づ
く
寸
心
の
奥
深
い
思
索
が
、
龍
所
に
織
り
こ
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

寸
心
は
、
『
日
本
的
霊
性
』

の
本
篇
以
上
に
、
「
般
若
即
非
の
論
理
L

を
説
く
『
金
剛
経
の
得
』
に、

よ
り
一
一
層
の
関
心
を
抱
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

す
で
に
「
即
非
の
般
若
的
立
場
か
ら
人
と
い
ふ
も
の
:
:
:
」
と
い
う
前
の
手
紙
で
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
特
に
、
盤
山
宝
積
の
こ
と
に
は
、

い
た
く
感
銘
を

う
け
た
よ
う
で
、
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
の
中
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

:
・
:
我
々
の
自
己
は
絶
対
的
一
者
の
自
己
否
定
と
し
て
、
何
処
ま
で
も
逆
対
応
的
に
之
に
接
す
る
の
で
あ
り
、
個
な
れ
ば
個
な
る
程
、
絶
対
的
一
者
に
対
す

る
、
即
ち
神
に
対
す
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
の
自
己
が
神
に
対
す
る
と
云
ふ
の
は
、
個
の
極
限
と
し
て
で
あ
る
。
何
処
ま
で
も
矛
盾
的
自
己
同
一
的

に
、
歴
史
的
世
界
の
個
物
的
自
己
限
定
の
極
限
に
於
て
、
全
体
的
一
の
極
限
に
対
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
我
々
の
自
己
の
一
々
が
、
永
遠
の
過
去
か
ら
永
遠
の

未
来
に
亙
る
人
間
の
代
表
者
と
し
て
、
神
に
対
す
る
の
で
あ
る
。
絶
対
現
在
の
瞬
間
的
限
定
と
し
て
絶
対
現
在
そ
の
も
の
に
対
す
る
の
で
あ
る
。
此
に
我
々
の

自
己
は
、
周
辺
な
く
し
て
、
到
る
所
が
中
心
で
あ
る
。
無
限
球
の
無
数
の
中
心
と
も
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
多
と
一
と
の
絶
対
矛
蹟
的
自
己
同
一
と
し
て
、

絶
対
者
が
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
云
ふ
時
、
無
基
底
的
に
、
絶
対
無
の
自
己
限
定
と
し
て
、
世
界
は
意
志
的
で
あ
る
。
全
一
的
に
絶
対
意
志
た
る
と
共
に
、

個
多
的
に
無
数
の
個
人
的
意
志
が
之
に
対
立
す
る
。
斯
く
の
如
く
に
し
て
、
般
若
即
非
の
世
界
か
ら
人
間
世
界
と
云
ふ
も
の
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
此
に
応

無
所
住
市
生
其
心
で
あ
る
。
罵
祖
門
下
の
盤
山
宝
積
と
云
ふ
禅
者
が
云
ふ
、
空
中
で
剣
を
振
廻
す
様
な
も
の
で
あ
る
、
向
へ
届
く
か
否
や
は
問
題
で
な
い
、
振

廻
し
た
空
輸
に
何
の
跡
も
な
く
、

刃
も
巌
け
な
い
、
心
が
是
の
如
く
で
あ
れ
ば
、
心
心
無
知
即
ち
無
念
無
想
で
あ
っ
て
、
全
心
即
仏
、
全
仏
即
人
、
人
仏
無
異
、

始
為
道
突
と
。
空
中
に
剣
を
揮
ふ
如
く
、
空
に
跡
な
く
、
剣
亦
全
し
、
自
己
と
世
界
と
、
個
と
全
と
の
矛
虐
的
自
己
同
一
的
に
、
全
心
即
仏
、
全
仏
即
人
で
あ

る
の
で
あ
る
。
か
〉
る
語
も
、
対
象
論
理
的
に
は
、
万
有
神
教
的
と
も
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
併
し
禅
者
の
語
は
、
爾
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
何
処

ま
で
も
即
非
的
に
、
矛
盾
的
自
己
向
一
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
仏
と
個
人
と
は
即
非
的
に
一
で
あ
る
の
で
あ
る
。
真
の
個
人
は
絶
対
現
在
の
瞬
間
的
自

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
二
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「
即
非
の
論
理
」
の
宗
教
哲
学

四

己
限
定
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
応
無
所
住
市
生
其
心
と
云
ふ
も
、
斯
く
解
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
の
自
己
限
定
と
し
て
現
れ
る
も
の
は
、
意

志
で
あ
る
。
我
々
の
個
人
的
自
己
即
ち
意
志
的
自
己
は
、
主
語
的
有
で
も
な
い
、
述
語
的
有
で
も
な
い
。
主
語
的
方
向
と
述
語
的
方
向
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一

的
に
場
所
の
自
己
限
定
と
し
て
、
生
起
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
瞬
間
が
永
遠
で
あ
る
と
云
は
れ
る
如
く
、
我
々
の
自
己
は
、
何
処
ま
で
も
唯
一
の
備
と
し
て
、

一
歩
一
歩
逆
限
定
的
に
、
絶
対
に
接
す
る
の
で
あ
る
口
臨
済
は
赤
肉
図
上
有
一
無
位
真
人
、
常
従
汝
等
諸
人
面
門
出
入
と
云
ふ
。
「
何
処
ま
で
も
個
人
と
し
て
」

と
へ
に
親
驚
一
人
が
為
な
り
け
り
L

と
云
ふ
の
も
、

と
云
ふ
こ
と
は
、
人
間
の
極
限
と
し
て
、
人
間
の
代
表
者
と
し
て
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ

か
〉
る
意
義
に
解
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

•• 

こ
こ
に
、
大
拙
の
「
金
制
経
の
禅
』
と
の
交
渉
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。
盤
山
宝
積
の
「
全
仏
即
人
L

を
、
寸
心
は
「
全
仏
と
個
人
と
は
郎
非
的
に
一
で
あ

る
の
で
あ
る
」
と
読
む
。
対
象
論
理
で
は
な
い
と
強
調
す
る
。
個
人
と
絶
対
者
を
、
対
象
的
に
結
合
す
る
の
で
は
な
く
、
個
人
が
個
人
に
徹
底
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
絶

対
者
に
接
す
る
、

す
な
わ
ち
絶
対
無
の
自
己
限
定
と
し
て
個
が
成
立
す
る
。
寸
般
若
即
非
の
世
界
か
ら
人
間
世
界
と
云
ふ
も
の
が
出
て
来
る
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

党
我
一
如
の
思
想
の
対
極
に
あ
る
思
想
で
あ
る
。

こ
の
寸
心
の
解
釈
ま
た
は
解
説
に
よ
っ
て

大
拙
は
あ
ら
た
め
て
、
「
郎
非
の
論
理
」
「
応
無
所
住
市
生
其
心
」
「
人
」
の
思
想
的
意
味
・
意
義
を
確
認
し
え
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
深
く
大
き
な
歓
び
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
『
景
徳
伝
灯
録
』
を
送
り
届
け
た
か
い
を
か
み
し
め
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

寸
心
は
、
こ
の
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
の
中
、

他
に
も
数
回
、
「
即
非
」
と
い
う
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
今
は
、
紙
数
の
関
係
上
、
詳
し
く
は
一
つ

だ
け
、
紹
介
し
て
お
こ
う
。

我
国
文
化
が
多
大
の
影
響
を
受
け
た
と
思
は
れ
る
禅
に
つ
い
て
は

そ
の
道
の
人
に
譲
り
た
い

D

私
は
唯
、
禅
に
対
す
る
世
人
の
誤
解
に
つ
い
て
一
一
一
一
目
し
て

置
き
た
い
と
思
ふ
。
禅
と
云
ふ
の
は
、
多
く
の
人
の
考
へ
る
如
き
神
秘
主
義
で
は
な

い
。
見
性
と
云
ふ
こ
と
は
、
深
く
我
々
の
自
己
の
根
抵
に
徹
す
る
こ
と
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
者
の
自
己
否
定
的
に
、
即
ち
個
物
的
多
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
根
抵
的
に
は
自
己
矛
盾
的
存
在
で
あ
る
。
自
己
が
自
己
自
身
を
知
る
自
覚
と
云
ふ
こ
と
そ
の
事
が
、

自
己
矛
盾
で
あ
る
。

故
に
我
々
の
自
己
は
、
何
処
ま
で
も
自
己
の
底
に
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
を
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。

か
〉
る

矛
盾
的
自
己
同
一
の
根
抵
に
徹
す
る
こ
と
を
、
見
性
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
深
く
背
理
の
理
と
云
ふ
も
の
が
把
握
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
禅



宗
に
て
公
案
と
云
ふ
も
の
は
、

之
を
会
得
せ
し
む
る
手
段
に
他
な
ら
な
い
。
首
山
、

一
目
、
竹
箆
を
挙
し
て
日
く
、
喚
ん
で
竹
箆
と
な
さ
ば
触
れ
る
、
喚
ん
で

竹
箆
と
な
さ
ざ
れ
ば
背
く
、
喚
ん
で
何
と
な
す
か
と
。
背
理
の
理
と
云
ふ
の
は
、
非
合
理
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
、
親
鴛
の
所
謂
義
な
き
を
義
と
す
る
の
で
あ

る
。
理
と
事
と
、
知
と
行
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
科
学
的
知
識
も
、
実
は
此
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
私
が
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る

も
の
へ
と
云
ふ
の
も
、

か
〉
る
立
場
に
於
て
云
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
的
世
界
の
自
己
限
定
の
立
場
で
あ
る
の
で
あ
る
。
而
も
そ
れ
は
絶
対
現
在
の

自
己
限
定
と
し
て
極
め
て
平
常
な
る
立
場
で
あ
る
の
で
あ
る
。
臨
済
は
仏
法
無
用
功
処
、
紙
是
平
常
無
事
、
厩
尿
送
尿
、
著
衣
喫
飯
、
困
来
郎
臥
、
愚
人
笑
我
、

智
乃
知
吾
川
と
云
ふ
。
併
し
か
〉
る
語
も
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
終
末
論
的
な
る
所
、

即
ち
平
常
底
で
あ
る
の
で
あ
る
。
心
即
是
仏
、
仏
即
是
心
と
云
ふ
如
き

語
も
、
世
界
を
主
観
的
に
考
へ
る
こ
と
で
は
な
い
。
諸
心
皆
為
非
心
、
是
為
心
と
云
ふ
。
般
若
即
非
の
論
理
的
に
、
心
と
仏
と
の

(
個
と
全
と
の
)
矛
盾
的
自

己
同
一
の
義
に
解
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
禅
に
つ
い
て
の
誤
解
は
、
す
べ
て
対
象
論
理
的
思
惟
に
基
く
の
で
あ
る
。
西
洋
哲
学
に
於
て
、

プ
ロ
テ
ィ
ノ

ス
以
来
、
神
秘
主
義
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
東
洋
の
禅
と
極
め
て
接
近
せ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
私
は
そ
の
根
抵
に
於
て
対
象
論
的
立
場
を
脱
し
た
も
の
で

のは
で な
はし〉

なと
いき考
o '̂ 

る

否

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
一
者
は
東
洋
的
無
と
対
販
的
極
探
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
是
故
に
そ
れ
は
平
常
底
と
い
ふ
立
場
に
ま
で
達
し
た
も

な
お
、
他
の
箇
所
に
も
、
「
:
:
:
心
即
是
仏
、
仏
即
是
心
の
義
も
、
此
に
把
握
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
対
象
論
理
的
に
我
々
の
心
と
仏
と
が
同
一
と
云
ふ
の
で
は

な
い
。
般
若
真
空
の
論
理
は
、
西
洋
論
理
的
に
は
把
握
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
仏
教
学
者
も
、
従
来
こ
の
即
非
の
論
理
を
明
に
し
て
ゐ
な
い
」
と
論
じ
て
い
る
。

ま
た
、
別
の
箇
所
に
は
、
「
:
:
:
仏
教
で
は
、
金
剛
経
に
か
〉
る
背
理
を
即
非
の
論
理
を
以
て
表
現
し
て
居
る

鈴
木
大
拙
)
。
所
言
一
切
法
者
即
非
一
切
法
是
故
名

一
切
法
と
云
ふ
、
仏
仏
に
あ
ら
ず
故
に
仏
で
あ
る
、
衆
生
衆
生
に
あ
ら
ず
故
に
衆
生
で
あ
る
の
で
あ
る
。
私
は
此
に
も
大
燈
国
師
の
億
劫
相
別
、

日
相
対
、
而
利
那
不
対
と
い
ふ
語
を
思
ひ
起
こ
す
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
般
若
の
即
非
的
弁
証
法
」
の
語
も
あ
る
。

市
須
央
不
離
、
尽

参
考
ま
で
に
、
『
金
剛
経
の
禅
』
に
は
、
「

般
若
即
非
の
論
理
」
の
中
、
「
5

般
若
の
論
理
」
の
あ
と
に
、
「

6

竹
箆
背
触
」
の
節
が
あ
る
。

そ
こ
で
大
拙

は
、
「
五
口
等
の
存
在
事
実
と
い
ふ
も
の
は
、
こ
の
矛
盾
で
構
成
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
存
在
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
霊
性
的
の
上
で
は
、
矛
盾
の
自
己
同
一

と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
論
理
的
矛
盾
そ
の
こ
と
が
存
在
な
の
で
あ
る
」
等
と
も
言
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
寸
心
に
よ
っ
て
、
「
即
非
の
論
理
L

は、

ま
ず
第
一
に
、
対
象
論
理
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、

A
即
非
A
と
い
う
と
き
、
対

哲
学
・
思
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象
的
に
、
「
A
」
と
「
非
A
」
と
を
結
合
す
る
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
「
A
即
非
A
、
是
名
A
」
と
い
う
と
き
、
「
非
A
」
と
「
(
是

名
)
A
」
と
を
対
象
的
に
結
合
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
寸
心
は
、

む
し
ろ
、
「
非
A
」
に
、
絶
対
者
の
自
己
否
定
を
見
る
。
そ
し
て
「
是
名
A
」
に

個
物
的
多
と
し
て
絶
対
者
の
自
己
否
定
即
自
己
肯
定
を
見
る
。
そ
こ
を
、
絶
対
者
は
、
絶
対
の
自
己
否
定
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
媒
介
す
る
、
と
い
う
。
こ
こ
を
我
々

の
側
か
ら
い
え
ば

(
A
郎
非
A
の
初
め
の

A
は
)
、
自
ら
の
み
に
お
い
て
自
ら
を
支
え
る
の
で
は
な
く
、
白
ら
を
超
え
た
も
の
に
お
い
て
自
己
を
も
っ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
自
ら
、
真
の
個
に
徹
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
自
ら
を
超
え
た
も
の
に
接
し
て
い
く
。
そ
の
自
ら
を
超
え
た
も
の
に
お
い
て
自
己
を
持
っ
と
き
、

か
え
っ
て
車
六
の

自
己
(
是
名
A
)
と
な
る
。

そ
れ
は
、
絶
対
者
の
自
己
否
定
と
い
う
こ
と
に
、
徹
底
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
寸
心
に
と
っ
て
、
「
即
非
」
の
非
は
、

そ
う

い
う
否
定
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
「
我
々
の
自
己
が
自
己
自
身
の
根
抵
に
徹
し
て
絶
対
者
に
帰
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
此
の
現
実
を
離
れ
る
こ
と
で
は
な
い
、

却
っ
て
歴
史
的
現
実
の
底
に
徹
す
る
こ
と
L

な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
即
非
の
論
理
L

は
、
絶
対
矛
層
的
自
己
同
一
の
論
理
で
も
あ
り
、

ま
た
逆
限
定
、
逆
対
応
の
論
理
で
も
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は

『
金
剛
経
』
の
各
々
の
文
面
を
も
は
や
逸
脱
し
た
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
『
金
剛
経
』
の
本
意
を
は
ず
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

1J':l 

え
っ
て
『
金
剛
経
』
の
真
意
を
明
か
す
も
の
と
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
即
非
」
は
、
「
即
ち
f
・
1
に
非
ず
」
で
、
本
来
は
こ
の
語
だ
け
で
は
否
定
の
意
味
し
か
な
い
。

し
か
し
、
「
即
非
」
に
矛
盾
的
自
己
同
一
の
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、

む
し
ろ
「
非
A
L
と
「
是
名
A
L
と
の
自
己
同
一
を
意
味
す
る
こ
と
と
も
な
っ
た
。
寸
心
の
解
釈
に
よ
っ
て
、

一
段
と
強
力
に
そ
の
こ
と
を
合
意
す
る

言
葉
と
し
て
仕
立
て
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四

『
仏
教
の
大
意
』

に
見
る
大
拙
の
応
答

以
上
の
よ
う
に
、

寸
心
が
さ
か
ん
に

寸
即
非
の
論
理
」

の
論
理
と
し
て
の
意
義
に
つ
い
て
力
説
し
た
の
に
対
し

大
拙
は
ど
の
よ
う
な
応
答
を
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
小
稿
で
は

以
下
、

そ
の
事
が
問
題
と
な
る

と
の
指
摘
ま
で
し
か

用
意
は
で
き
て
い
な
い
。

大
拙
の
中
で
「
即
非
の
論
理
L

が
、
寸
心
と
の
交
流
を
ふ
ま

え
ど
の
よ
う
に
育
っ
て
い
く
の
か
、

い
ず
れ
詳
し
く
追
跡
し
て
み
た
い
と
思
う
。
今
は
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
(
刊
行
は
、
昭
和
二
十
一
年
二
月
)
以
後

の
大
拙
の
「
即
非
の
論
理
」
に
つ
い
て
の
言
及
と
し
て
、

一
つ
だ
け
、
『
仏
教
の
大
意
』
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
昭
和
二
十
一
年
四
月
一

一
十
三
・
二
十
四



日

(
す
な
わ
ち
、
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
刊
行
間
も
な
い
頃
)
、

天
皇
・
皇
后
両
陛
下
の
た
め
に
講
演
し
た
も
の
を
基
礎
に
し
て
起
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
議

大
智
、
第
二
議

大
悲
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

第
一
議
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
文
が
見
え
る
。

業
的
矛
盾
の
問
題
も
矛
盾
で
あ
る
限
り
、
知
性
の
場
合
と
伺
一
方
式
で
解
消
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
す
口
即
ち
無
分
別
の
分
別
と
云
ふ
こ
と
を
体
得

カ
ル
マ

す
る
と
き
に
解
消
せ
ら
れ
る
の
で
す
。
業
の
場
合
で
は
分
別
を
業
に
お
き
か
へ
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
業
の
業
た
る
所
以
は
業
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
業
は
そ

ア
カ
ル
マ

の
ま
ま
で
無
業
で
あ
る
と
、
か
う
い
ふ
こ
と
に
な
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
般
若
は
般
若
に
あ
ら
ず
、
故
に
般
若
で
あ
る
と
云
ひ
ま
す
、
そ
の
通
り
に
業
を
業
、
だ
と

ま
と
も
に
見
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
即
ち
業
と
云
っ
て
居
る
も
の
は
、
そ
の
実
、
業
で
も
何
で
も
な
い
の
だ
と
云
ふ
こ
と
に
な
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
こ
れ
が
解
脱

で
す
。
山
を
山
と
認
覚
す
る
時
、
既
に
山
の
山
で
な
い
こ
と
を
認
覚
し
て
ゐ
る
の
で
す
。
即
が
非
で
、
非
が
即
で
あ
り
ま
す
。
業
に
く
く
ら
れ
て
居
る
と
云
ふ

と
き
既
に
業
を
離
れ
て
居
る
の
で
す
。
こ
れ
が
霊
性
的
直
覚
で
す
。
不
可
思
議
解
脱
と
名
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
す
。

「
即
非
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

と
も
か
く
「
却
が
非
で
、
非
が
即
L

で
あ
る
こ
と
を
い
う
も
の
と
し
て
、

言
及
し
て
い
る
。
同
様
に
、
次
の
よ
う
な
文
も
見

〉
え
ス
ω
口

業
苦
の
繋
縛
が
解
消
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
、

そ
れ
故
に
、
業
を
業
と
ま
と
も
に
認
覚
す
る
と
同
時
に
、
五
口
等
存
在
の
根
源
そ
の
も
の
は
そ
れ
で
縛
ら
れ
て
ゐ

な
い
と
云
ふ
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
で
す
。
即
非
の
論
理
と
云
ふ
も
の
が
こ
こ
で
成
立
す
る
の
で
す
。
二
元
的
・
対
象
的
論
理
で
は
、
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
わ

か
ら
ぬ
の
で
す

D

後
者
は
前
者
に
よ
り
て
裏
付
け
ら
れ
る
と
き
、
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、

た
だ
そ
れ
だ
け
、

即
ち
対
象
性
を
失
は
ぬ
限
り
、
肯
定

わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で
仏
教
者
は
、
成
仏
道
の
極
秘
は
「
般
若
は
般
若
に
あ
ら
ず
、

故
に
般
若
だ
L

を
会
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

が
そ
の
ま
ま
否
定
で
、
否
定
が
そ
の
ま
ま
肯
定
だ
と
云
ふ
こ
と
は
、

こ
こ
に
も
、
「
肯
定
が
そ
の
ま
ま
否
定
で
、
否
定
が
そ
の
ま
ま
肯
定
だ
」
と
い
う
「
即
非
」
の
説
明
が
出
る
。
大
拙
は
、

ど
う
も
一
貫
し
て
、
「
即
非
」
を

「
即
ち

，ak--

，
に
非
、
ず
」
で
は
な
く
、
「
即

1
非
・
非
H
H
即
」
と
読
ん
で
い
た
。

『

r

h

a

、
?
同

J

、

ナ
J
+
J
Fし

そ
の
「
非
し
が
ど
の
よ
う
な
否
定
で
あ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
す
で
に
こ
の
箇
所
に
「
即
非
の
論
理
」
は
対
象
論
理
で
は
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。
あ
る
い
は
寸
心
の
説
を
怠
け
て
い
る
部
分
も
あ
る
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
否
定
は
肯
定
と
同
一
平
面
上
の
否
定
で
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、

哲
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ど
の
よ
う
な
否
定
が
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
所
説
が
参
考
に
な
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
『
金
剛
経
の
禅
』
「
六

禅

概
観
」
の
「
2

四
法
界
・
法
界
縁
起
」
の
冒
頭
に
は
、
「
般
若
の
論
理
な
ど
と
云
ふ
と
、
耳
新
し
く
も
聞
こ
え
よ
う
が
、
昔
か
ら
の
言
葉
で
は
「
差
別
即
平
等
・
平

等
即
差
別
L

で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
お
く
。

仏
教
が
口
を
極
め
て
強
調
す
る
の
は
差
別
と
平
等
と
云
ふ
矛
盾
し
た
概
念
の
自
己
同
一
性
又
は
円
融
無
磁
性
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
一
般
の
論
理
的

思
索
で
は
体
現
不
能
の
事
実
な
の
で
す
。
互
い
に
相
容
れ
な
い
も
の
が
一
つ
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
論
理
の
上
で
は
無
稽
の
き
は
み
で
す
。
仏
教
者
は
無
分
別

の
分
別
を
思
弁
の
上
で
納
得
さ
せ
よ
う
と
云
ふ
の
で
な
く
て
、

日
常
経
験
の
上
で
無
分
別
が
分
別
の
中
に
渉
透
し
て
居
る
こ
と
を
会
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で

す
。
吾
等
は
意
識
の
上
で
色
E
と
分
別
を
致
し
ま
す
が
、
こ
の
分
別
は
実
は
何
れ
も
絶
対
無
分
別
1
1
1
絶
対
無
意
識
と
云
っ
て
も
よ
い
の
で
す
が

l
lそ
こ
か

ら
出
て
居
る
こ
と
に
気
付
か
せ
よ
う
と
す
る
の
で
す
。
さ
う
し
て
こ
れ
を
心
理
学
的
に
経
験
す
る
の
で
な
く
て
、
霊
性
的
に
産
党
す
る
の
で
す
。
そ
れ
は
無
分

別
の
無
理
会
を
そ
の
ま
ま
に
体
得
す
る
の
で
す
。
甲
と
非
甲
と
が
同
一
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
分
別
上
の
事
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
般
若
自
体
に
な
り
き
る
と
、

主
も
な
く
賓
も
な
く
、
能
覚
も
所
覚
も
な
い
の
で
す
が
、

そ
れ
で
居
て
何
も
か
も
了
了
分
明
な
の
で
す
。
無
分
別
の
分
別
な
の
で
す
。
分
別
の
無
分
別
な
の
で

す
。
こ
れ
は
何
と
云
っ
て
も
理
智
思
慮
の
境
地
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
を
会
得
し
よ
う
と
云
ふ
と
き
に
は
、
此
究
寛
地
に
一
た
び
到
達
し
て
、
絶
対
に
栢
容

れ
な
い
も
の
が
、

そ
の
ま
ま
で
自
己
同
一
性
を
も
っ
て
居
る
と
云
ふ
こ
と
を
明
ら
め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
す
。
こ
れ
を
霊
性
的
直
覚
と
云
ふ
の
で
す
が
、
仏

ま
せ
う
、

教
的
に
云
っ
て
、
得
悟
で
も
関
悟
で
も
体
現
で
も
得
菩
提
で
も
般
若
の
開
発
で
も
浄
土
往
生
で
も
よ
い
の
で
す
。
他
の
宗
教
で
は
「
生
れ
か
は
る
L

と
も
云
ひ

文
生
を
捨
て
て
生
に
還
る
と
も
云
ひ
ま
せ
う
。

こ
こ
に
は
っ
き
り
、
「
即
非
し
に
お
け
る
否
定
の
意
味
が
語
ら
れ
て
い
る
。
「
甲
と
非
甲
と
が
同
一
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
分
別
上
の
事
で
は
な
い
ヘ
決
し
て
対
象

論
理
上
の
こ
と
で
は
な
い
。
「
般
若
自
体
に
な
り
き
る
と
、
主
も
な
く
賓
も
な
く
、
能
覚
も
所
覚
も
な
い
の
で
す
が
、

そ
れ
で
居
て
何
も
か
も
了
了
分
明
」
で
あ
る
と

い
う
、
こ
こ
に
、
「
非
」
の
一
字
の
意
味
が
あ
る
。

A
を
対
象
的
に
捉
え
て

A
と
い
っ
て
い
る
う
ち
は
、
未
だ

A
の
真
実
に
達
し
え
て
い
な
い
。
対
象
的
に

A
と
捉
え

て
い
る
立
場
を
超
え
て
、

A
そ
の
も
の
に
な
り
き
る
と
き
、
真
実
の

A
に
契
当
す
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

A
そ
の
も
の
に
な
り
き
る
と
こ
ろ
に
、
「
非
L

の
意
味

が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
禅
に
い
う
、
大
死
一
番
の
と
こ
ろ
で
も
あ
ろ
う
。
こ

の
と
き
、

不
思
議
と
絶
後
蘇
息
す
る
。
す
な
わ
ち
、
何
も
の
に
も
無
所
住

の
主
体
が
聞
か
れ
る
。

大
拙
は

『
金
剛
経
』
に
、
そ
の
霊
性
的
直
覚
の
事
理
を
読
み
こ
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。



大
拙
は
、
寸
心
と
と
も
に
、

は
っ
き
り
寸
即
非
の
論
理
」
が
対
象
論
理
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
寸
心
の
解
釈
を
う
け
い
れ
て

い
る

D

し
か
し
大
拙
は
必
ず
し
も
そ
こ
に
、
「
絶
対
者
の
自
己
否
定
」
と
い
う
こ
と
を
明
説
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
寸
心
の
そ
の
「
論
理
L

に
か
か
わ

る
説
明
に
、
表
面
的
に
反
応
を
示
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

と
は
い
え
、
実
は
大
拙
に
こ
の
思
想
と
共
通
す
る
思
想
が
全
然
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
時
期
を
前
に
遡
る
が
、
あ
の
『
禅
の
思
想
』

の
「
第
二
篇

禅
行
為
」
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

超
個
者
は
何
故
に
個
を
通
さ
な
け
れ
ば
、

そ
の
意
志
を
実
現
し
能
は
ぬ
か
。
偲
は
偲
と
し
て
の
自
由
意
志
の
所
有
者
で
あ
り
な
が
ら
、
何
故
に
超
個
者
の
意

不
識
と
云
ふ
よ
り
外
な
い
。
禅
者
は
不
会
と
も
云
ひ
、
又
「
露
柱
に
間
取
せ
よ
」
と
も
云
ふ
。
こ
ん
な

志
を
顧
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
。
こ
れ
は
わ
か
ら
ぬ
、

問
で
は
答
へ
ら
れ
ぬ
の
が
本
当
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
即
非
の
論
理
に
徹
底
し
な
い
と
こ
ろ
か
ら
出
る
問
だ
か
ら
で
あ
る
。
個
と
云
ふ
も
の
の
性
格

が
元
来
さ
う
い
ふ
こ
と
に
出
来
て
居
る
の
で
あ
る
。
・
:

超
個
者
が
個
を
通
し
て
始
め
て
そ
の
意
志
を
実
現
し
能
ふ
と
云
ふ
こ
と
は
、
超
偲
者
は
そ
れ
自
身
と
し
て
存
在
し
能
は
ぬ
と
云
ふ
意
味
で
あ
る
。
超
個
が
超

偲
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
、
超
個
で
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
故
ま
た
そ
れ
自
身
の
意
志
を
持
つ
こ
と
が
出
来
ぬ
の
で
あ
る
。
超
個
は
ど
う
し
て
も
個

を
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
意
味
は
、
超
個
は
個
を
頼
る
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
頼
る
と
す
れ
ば
、
超
個
は
個
の
位
に
下
る
こ
と
に
な
る
。
個
多
の
一

と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
超
個
は
超
個
だ
が
、

そ
れ
は
個
の
外
に
あ
る
の
で
も
な
く
、

ま
た
そ
の
中
に
在
る
の
で
も
な
い
。
超
個
と
個
の
関
係
は
超
越
で
も
内
在

で
も
な
い
。
又
超
越
で
内
在
と
か
、
内
在
で
超
越
と
か
云
ふ
こ
と
で
も
な
い
。

一
般
論
理
で
は
云
は
れ
ぬ
も
の
と
思
ふ
が
、

ど
う
し
て
も
今
の
処
さ
う
と
し
か
考
へ
ら
れ
ぬ
か
ら
、
論
理
の
方
を
こ
れ
に
順
応
す
る
や
う
作
り
か
へ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
・
:

超
個
は
超
個
で
そ
の
ま
ま
個
多
で
あ
り
、
個
多
は
個
多
と
し
て
そ
の
ま
ま
超
個
で
あ
る
。
此
の
如
き
関
係
は
、

大
拙
に
よ
れ
ば
、
超
個
者
は
ど
う
し
て
も
個
を
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
超
個
者
は
そ
れ
自
身
と
し
て
存
在
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

絶
対
者
は
自
ら
を
否
定
し
て
個
多
に
翻
る
と
寸
心
の
説
く
と
こ
ろ
と
、
同
じ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
大
拙
は
す
で
に
こ
の
昭
和
十
八
年
の
『
禅
の
思
想
』

に
お
い
て
、

寸
心
の
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
に
先
行
し
て
、
超
個
者
と
個
多
と
の
即
非
的
自
己
同
一
の
論
理
を
究
明
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
寸
心
の
心
底
に

蔵
せ
ら
れ
て
、
寸
心
の
宗
教
諭
に
根
源
か
ら
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
二
号
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「
即
非
の
論
理
」
の
宗
教
哲
学

。

特
に
寸
心
は
個
の
主
体
性
を
重
ん
じ
る
が
、
大
拙
は
そ
の
こ
と
も
次
の
よ
う
に
こ
こ
に
述
べ
て
い
た
。

-
:
:
個
の
行
為
は
自
由
意
志
に
基
づ
く
創
造
性
を
具
有
し
て
居
る
。
此
に
人
間
の
尊
貴
が
あ
り
、
威
厳
が
あ
る
。
個
と
し
て
自
由
意
志
の
主
体
で
あ
る
か
ら
、

人
間
は
自
分
を
超
え
た
も
の
を
意
識
し
能
ふ
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
意
識
の
故
に
人
間
は
個
侶
自
分
の
行
為
に
対
し
て
責
任
を
携
ふ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ

る
。
超
個
的
主
体
の
意
志
を
本
能
的
・
反
射
的
に
行
為
す
る
の
で
な
く
て
、

そ
れ
と
個
た
る
自
己
と
の
意
志
的
矛
盾
を
飽
く
ま
で
自
覚
し
て
、
而
か
も
自
分
を

そ
れ
に
捧
げ
る
と
こ
ろ
に
、

人
間
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
人
間
と
し
て
の
自
由
性
・
創
造
性
、
及
び
値
と
し
て
の
実
在
性
と
云
ふ
べ
き
も

の
で
あ
る
。
是
等
の
性
格
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
蟻
群
が
あ
り
、
蜂
群
が
あ
る
が
、
人
間
の
集
団
生
活
は
有
り
能
は
ぬ
の
で
あ
る
。

超
偶
者
の
意
志
は
そ
の
ま
ま
で
実
現
せ
ら
れ
る
も
の
で
な
い
、
必
ず
個
者
を
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
偶
者
は
前
者
の
目
的
を
遂
行
す
る
と
こ
ろ
の
只

の
機
械
で
は
な
い
。
偲
者
を
自
由
意
志
の
所
有
者
と
し
て
、
自
己
の
判
断
に
よ
り
て
超
個
的
意
志
を
意
志
す
る
の
で
あ
る
。
個
者
は
個
者
と
し
て
ど
こ
ま
で
も

自
由
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
選
択
の
分
別
智
と
そ
の
結
論
の
実
現
と
は
個
者
の
上
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
個
の
個
た
る
所
以
だ
か
ら
で
あ
る
。

:
:
無
功
用
と
は
、
世
間
一
般
の
言
葉
で
云
へ
ば
、
客
観
的
に
、
自
的
論
的
に
、
行
為
の
効
果
を
、
行
為
者
そ
の
も
の
の
上
に
つ
き
て
考
へ
ぬ
と
云
ふ
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
が
ど
う
し
て
可
能
か
と
い
ふ
に
、
す
べ
て
の
行
為
は
個
多
か
ら
出
る
が
、

そ
の
個
多
各
自
の
主
体
が
無
分
別
の
分
別
で
あ
る
と
き
、

1

1
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即
ち

こ
の
自
覚
に
徹
し
た
と
き
l
iー
そ
の
行
為
は
無
功
用
的
な
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
無
分
別
の
分
別
の
自
覚
に
徹
す
る
と
き
、
個
は
個
た
る
性
格
を
失
は
ぬ
が
、

そ
の
ま
ま
で
超
個
者
で
あ
る
と
云
ふ
意
識
が
で
る
。
個
は
個
で
、
そ
の
ま
ま
で
、
超
個
で
あ
る
と
き
、

の
で
あ
る
。
す
る
と
云
ふ
と
故
意
に
聞
こ
え
る
が
、
自
然
に
さ
う
な
の
で
あ
る
。

そ
の
個
は
す
べ
て
の
行
為
を
無
功
用
的
な
も
の
に
す
る

こ
の
時
、
個
は
道
具
で
な
く
自
由
意
志
の
主
体
で
あ
る
。
本
能
的
・
反
射
的
行
為
の
能
動
者
で
な
く
て
、
自
分
を
自
分
で
規
制
し
主
宰
し
て
行
く
と
こ
ろ
の

創
造
者
で
あ
る
。
此
人
の
一

一
の
行
為
は
機
械
的
繰
り
返
し
、

又
は
昆
虫
的
オ

i
ト
マ
ト
ン
で
な
く
て
、
自
由
な
る
人
間
の
行
為
で
あ
る
。
そ
こ
に
働
い
て
居

る
の
は
国
よ
り
個
で
あ
る
。
併
し
そ
の
個
は
超
偲
底
で
あ
る
。
即
ち
個
で
あ
っ
て
個
で
な
い
。
個
以
外
の
何
も
の
で
な
い
と
云
ふ
と
こ
ろ
に
、
独
自
の
面
白
を

躍
如
な
ら
し
め
て
居
る
が
、

そ
れ
と
同
時
に
彼
は
超
個
の
意
志
で
働
い
て
居
る
。
超
個
は
そ
の
意
志
を
此
特
定
の
個
の
意
志
と
し
て
、
彼
が
手
脚
・
躯
幹
を
通

し
て
実
現
さ
せ
て
居
る
。
こ
れ
は
没
我
で
も
滅
私
で
も
な
い
。
個
の
意
志
の
自
由
な
肯
定
で
あ
る
。
こ
れ
を
無
功
用
的
行
為
と
云
ふ
。
宗
教
的
生
涯
は
こ
れ
か

ら
始
ま
る
。

滅
私
と
か
没
私
と
か
云
ふ
消
極
性
の
も
の
に
は
、

ま
だ
超
個
性
は
見
え
て
居
な
い
口

そ
の
行
為
に
は
一
種
の
無
理
が
伴
ふ
。
近
時
人
の
云
ふ
「
個



人
主
義
」
が
ま
だ
と
れ
ぬ
。

こ
こ
に
は
、
偲
の
自
由
意
志
の
こ
と
が
、
超
個
と
の
関
係
に
お
い
て
詳
し
く
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
寸
心
の
い
う
逆
対
応
と
い
う
こ
と
の
極
め
て
解
り
や
す

い
解
説
と
も
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
前
に
も
い
う
よ
う
に
、
む
し
ろ
寸
心
は
大
拙
の
こ
う
し
た
思
想
の
影
響
を
も
う
け
つ
つ
、
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』

を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、

そ
の
こ
と
は
、

日
記
・
手
紙
等
に
表
面
的
に
は
、
表
わ
れ
て
い
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
大
拙
に
よ
れ
ば
、

値
は
、
「
自
分
を
自
分
で
規
制
し
主
宰
し
て
行
く
と
こ
ろ
の
創
造
者
」
で
あ
り
、
「
自
己
の
判
断
に
よ
り
超
偲
的
意
志
を
意
志
す
る
し
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
可
能

な
所
以
は
、
寸
心
に
よ
れ
ば
、
超
個
(
絶
対
者
)
が
絶
対
に
自
ら
を
否
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
寸
心
は
、

か
ら
す
れ
ば
、
寸
心
の
逆
対
応
の
論
理
を
、

そ
こ
に
即
非
を
見
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
個
の
哲
学
」

た
と
え
ば
寸
心
初
期
の
思
想
で
あ
る
「
純
粋
経
験
の
自
発
自
展
」
と
い
う
こ
と
で
単
純
に
説
明
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
、
す
で
に
『
禅
の
思
想
』
に
、
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』

の
哲
学
に
通
底
す
る
論
理
・
思
想
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
時
系
列
的

に
い
っ
て
、
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
以
後
の
『
仏
教
の
大
意
』
に
は
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
さ
ら
に
説
明
し
た
り
、
解
説
し
た
り
す
る
部
分

は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
次
の
笛
所
は
、

上
述
の
事
柄
を
さ
ら
り
と
記
し
て
い
よ
う
。

そ
れ
故
に
、
「
神
慮
」
に
叶
っ
た
人
で
す
。
神
慮
と
は
仏
教
的
に
云
ふ
と
、
因
果
で
す
。
自
覚
の
人
に
は
不
落
も
不
昧
も
あ
り
ま
せ

み
づ
か

ぬ
。
彼
は
「
今
日
も
任
運
騰
騰
、
明
日
も
騰
騰
任
運
」
で
す

D

「
冗
然
と
し
て
無
事
に
し
て
坐
す
れ
ば
、
春
来
り
て
草
自
ら
青
し
」
で
す
。
こ
れ
は
自
ら
の
内
に

霊
性
的
自
覚
の
人
は
、

自
ら
な
ら
ざ
る
も
の
、
自
ら
よ
り
も
大
に
し
て
深
く
遠
い
も
の
を
見
付
け
た
と
云
ふ
自
覚
か
ら
来
る
安
心
で
す

D

無
喪
心
で
す
。

一
一
聞
か
ら
す
る
と
絶
対
的
受

動
性
で
あ
る
が
、

又
一
面
か
ら
す
る
と
、
絶
対
の
自
由
を
享
有
す
る
と
云
へ
る
の
で
す
。
自
分
以
上
の
も
の
が
自
分
を
通
し
て
動
く
と
す
れ
ば
、
自
分
は
無
の

状
態
、
幾
何
学
的
点
で
あ
る
が
、
自
分
が
主
人
公
で
あ
る
と
云
ふ
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
絶
対
の
矛
盾
が
即
非
的
に
自
己
同
一
性
を
生
き
る
と
云
ふ
こ
と
に
な

り
ま
す
。

さ
ら
に
大
拙
は
大
拙
な
り
に
、
寸
心
の
説
く
宗
教
的
実
存
の
問
題
を
別
の
角
度
か
ら
論
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
口
第
二
議
大
悲
の
中
に
は
、
次
の
説
明
が
あ
る
。

華
厳
の
事
事
無
擬
法
界
を
動
か
し
て
ゐ
る
力
は
大
悲
心
に
外
な
ら
ぬ
の
で
す
。
こ
の
大
悲
心
の
故
で
、
人
間
の
個
我
(
又
は
個
己
)
は
そ
の
限
界
を
打
破
し

て
他
の
多
く
の
個
我
と
偏
容
摂
入
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
二
号



「
即
非
の
論
理
」
の
宗
教
哲
学

分
別
的
・
対
象
的
論
理
の
世
界
で
は
、
無
限
の
大
悲
、
無
目
的
の
大
非
Ul--そ
れ
か
ら
出
る
大
精
進
力
は
決
し
て
了
解
せ
ら
れ
な
い
の
で
す
。
古
来
の
哲
学

者
、
宗
教
的
思
索
家
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
精
力
を
つ
く
し
て
考
へ
た
が
、
思
ふ
や
う
な
解
決
は
今
だ
に
つ
け
ら
れ
な
い
で
ゐ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
華
厳
の
事

事
無
擬
法
界
に
到
達
せ
ぬ
限
り
片
付
か
な
い
と
信
じ
ま
す
。
法
界
は
「
今
l
葱
」
の
空
間
的
・
時
間
的
絶
対
点
を
中
心
と
し
て
、
大
悲
の
場
面
に
動
く
も
の
で

す
。
こ
の
面
は
霊
性
的
直
覚
に
よ
り
て
始
め
て
分
別
意
識
の
上
に
現
は
れ
て
来
る
の
で
す
。

此
点
で
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
相
異
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
神
と
人
間
と
の
合
致
を
説
く
場
合
で
も
、
前
者
に
は
何
と
な
く
二
元
論
的
痕
跡
を
残
す

の
で
す
、
事
事
無
擬
法
界
の
如
き
見
方
は
そ
の
片
影
を
も
認
め
能
は
ぬ
の
で
す
。
こ
の
故
に
仏
教
は
汎
神
論
だ
と
云
ふ
人
も
あ
り
ま
す
が
、
普
通
に
云
ふ
汎
神

論
に
は
や
は
り
二
元
論
の
影
が
宿
っ
て
居
ま
す
。
汎
神
論
の
神
は
依
然
と
し
て
万
象
の
外
に
立
っ
て
ゐ
ま
す
、
中
へ
這
入
っ
て
来
る
と
云
へ
ば
、
そ
れ
は
外
を

考
へ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。
中
は
外
に
対
し
て
ゐ
ま
す
、

い
て
を
や
と
云
は
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
。

そ
れ
で
は
理
事
無
擬
法
界
に
も
ま
だ
到
り
得
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
、

ま
し
て
事
事
無
擬
法
界
に
お

こ
こ
ら
辺
に
は
、
寸
心
の
哲
学
と
の
深
い
照
応
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

だ
不
足
で
あ
る
。
前
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
今
後
、

大
拙
が
、
す
心
の
「
即
非
の
論
理
L

理
解
を
う
け
て
、
自
ら
の
「
即
非
の
論
理
」
論
を
「
論
理
」
と
し
て
ど
う
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
、
も
ち
ろ
ん
以
上
で
は
ま

可
能
な
ら
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
最
後
に
、
こ
の
『
仏
教
の
大
意
』
の
結
び

さ
ら
に
追
求
し
、

の
箇
所
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
そ
こ
の
初
め
に
は
、
「
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
は
ニ
大
世
界
宗
教
で
す
。
今
後
の
世
界
国
家
を
建
設
す
る
も
の
は
両
教
の
力
に
待
つ
こ

と
最
も
大
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
各
t

一
方
に
の
み
割
拠
し
た
り
、
他
を
排
斥
し
た
り
、
軽
侮
し
た
り
す
る
や
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
何
れ
も
寛

容
の
精
神
を
以
て
御
互
に
領
解
す
る
こ
と
を
勉
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
」
と
言
っ
て
い
る
。
今
日
、
大
拙
の
願
い
が
現
実
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
喜
ば
し
い
こ

と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
事
事
無
擬
な
の
だ
か
ら

一
つ
の
型
に
鋳
出
す
こ
と
は
止
め
よ
と
い
い
、
最
後
に
次
の
よ
う
に
結
ぶ
の
で
あ
る
。

越
州
従
誌
は
ま
た
唐
代
の
禅
者
で
あ
る
が
、
其
人
に
左
の
如
き
問
答
が
あ
る
。
佳
郎
中
と
云
ふ
高
宮
の
人
が
尋
ね
た
、

「
あ
な
た
の
や
う
な
大
善
知
識
で
地
獄
へ
墜
ち
る
や
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
せ
う
か
。
」



「
そ
れ
は
あ
る

自
分
は
ま
っ
さ
き
に
這
入
る
」

と
越
州
は
答
え
た
。

「
ど
う
し
て
さ
う
い
ふ
事
が
あ
り
ま
せ
う
か
。
」

「
自
分
が
這
入
ら
な
か
っ
た
ら
、
あ
な
た
に
御
自
に
か
か
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
の
だ
。
」

又
或
る
時
老
婆
が
尋
ね
た

「
女
人
は
五
障
の
身
だ
と
申
し
ま
す
が
、

そ
れ
は
ど
う
し
て
免
か
れ
ら
れ
ま
せ
う
か
。
」

「
誰
も
か
れ
も
皆
極
楽
へ
行
っ
て
く
れ
、

わ
し
だ
け
は
い
つ
ま
で
も
苦
海
に
ゐ
た
い
も
の
で
す
。
」

こ
れ
が
越
州
の
答
で
あ
っ
た
。
禅
者
の
大
悲
心
に
は
ま
た
独
特
の
風
調
が
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
と
思
ひ
ま
す
。
何
れ
に
し
て
も
大
悲
心
が
顛
面
に
認
得
せ
ら

れ
な
い
限
り
法
界
の
風
光
は
望
ま
れ
ま
せ
ん
。
「
地
に
平
和
、
天
に
栄
光
L

と
申
し
ま
す
。
浄
土
の
荘
厳
と
伺
じ
く
何
れ
も
大
悲
心
の
発
露
に
外
あ
り
ま
せ
ん
。

今
後
の
世
界
を
救
ふ
も
の
は
、
こ
の
大
悲
心
な
の
で
す
。
さ
う
し
て
大
悲
は
ま
た
大
智
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

あ
の
す
心
は
、
大
拙
へ
の
手
紙
に
、
「
私
は
却
非
の
般
若
的
立
場
か
ら
人
と
い
ふ
も
の
即
ち
人
格
を
出
し
た
い
と
お
も
ふ
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
現
実
の
歴
史
的

世
界
に
結
合
し
た
い
と
思
ふ
の
で
す
L

と
書
い
た
。
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
に
は
、
「
我
々
の
自
己
が
自
己
自
身
の
根
抵
に
徹
し
て
絶
対
者
に
帰
す
る
と

云
ふ
こ
と
は
、
此
の
現
実
を
離
れ
る
こ
と
で
は
な
い
、
却
っ
て
涯
史
的
現
実
の
底
に
徹
す
る
こ
と
」
な
の
だ
と
書
い
た
。
そ
の
こ
と
を
、
趨
州
と
信
者
と
の
問
答
で

結
ぶ
と
い
う
、

そ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
大
拙
は
語
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
寸
心
が
絶
対
的
一
者
の
自
己
否
定
と
い
う
こ
と
を
し
き
り
に
説
い
た
、

そ
れ
に
つ
い
て
も
大

悲
心
と
い
う
一
言
葉
に
お
い
て
大
拙
は
語
り
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
『
仏
教
の
大
意
』
は
、
両
陛
下
へ
の
講
演
で
あ
る
と
同
時
に
、
亡
き
心
友
・
寸

心
へ
の
心
か
ら
の
応
答
で
も
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
十
分
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

む
す
び

大
拙
の
「
即
非
の
論
理
し
(
差
別
即
平
等
・
平
等
即
差
別
、

は
、
大
拙
自
ら
の
中
で
、
華
厳
(
事
事
無
擬
法
界
)
に
進
む
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

の
終
り
の
辺
に
も
、
「
仏
教
の
独
自
性
は
部
非
の
論
理
か
ら
華
厳
の
事
事
無
擬
に
進
む
と
こ
ろ
に
在
討
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
忠
想
的
展
望
は
、

理
事
無
擬
法
界
)

『
仏
教
の
大
意
』

す
で
に
『
金
剛
経
の
禅
』

の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
六

禅
概
観
」
の
中
に
は

l 

竹
箆
と
柱
杖
子

2 

四
法
界
・
法
界
縁
起
:
:
・

7 

四
弘
韓
国
願

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
二
号

一
一



「
即
非
の
論
理
」
の
宗
教
哲
学

四

等
が
あ
る
。
「
即
非
の
論
理
」
は
、
「
応
無
所
住
而
生
其
心
し
に
お
の
ず
か
ら
展
開
す
る
が
、

そ
れ
を
大
拙
は
、
華
厳
を
媒
介
と
し
つ
つ
大
慈
大
悲
の
全
体
作
用
へ
、

と
つ
な
げ
て
い
る
。

そ
う
で
あ
っ
て
初
め
て
、
ー
即
非
の
論
理
L

は
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
こ
ろ
は
、
寸
心
の
魂
と
根
底
に
お
い
て
一
つ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

注
(
以
下
に
お
い
て
、
『
鈴
木
全
集
へ
『
西
回
全
集
』
は
い
ず
れ
も
、
岩
波
書
庖
刊
の
『
鈴
木
大
拙
全
集
』
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
を
指
す
。
な
お
、
正
字
は
現
在
通
用
し
て
い
る
字
体
に
直
し
て
あ

る
。
)

(
1
)

『
鈴
木
全
集
』
第
五
巻
、
三
八

0
1
一
頁
。

(
2
)

焚
文
原
文
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
イ
巳
〈
ωω
ロ
σ}芯
Z
胃

ω古川山刀凶「
ωヨ
一
芯
吋
巳
Y
M
m
E
g
ω
σ
y
m
ω
一
円
以
忠
一
〈

ω
A
d町
ωヨ一円以、円，
mzyω
官
庁
ゆ
ロ
ω
σ
y
g一5
・
Z
ロO
ハいて

mwZ
胃
丘
問
問
一
切
似

3
3んだ山門?"

開
の
Oコ
N
P
て
ミ
送

Rh同
町
民
怠
向
、
さ
H.M吋
h
M
H
v
h
w
G
き
た
タ

ω
2・一
m
O
円一
g

E一
作
目
。
ョ
ω
同
門
戸
間

O
B
P
5
2
w
℃・

ω
F
~
-
N
ω
J
-〕・

ω
∞L
-
N

『
金
剛
般
若
経
』
の
漢
訳
に
は
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
も
、
鳩
摩
羅
什
訳
、
菩
提
流
支
訳
、
真
諦
訳
、
義
浄
訳
な
ど
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
非
の
字
で
も
っ
て

ω
の
否
定
辞
を
訳
出
し
て

い
る
。
大
正
八
巻
参
照
。

『
鈴
木
全
集
』
第
五
巻
、
三
八
一
頁
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
秋
月
龍
現
は
、
「
:
・
:
『
日
本
的
霊
性
』
の
中
で
、
先
生
は
初
め
て
明
確
に
「
般
若
の
論
理
」
と
し
て
、
「

A
は
A
だ
と
い
う
の
は
、

A
は
A
で
な
い
、
故
に

A
は
A

で
あ
る
」
と
い
う
「
即
非
の
論
理
」
を
創
唱
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
前
に
も
「
郎
非
L

に
つ
い
て
の
言
及
は
あ
る
)
。
そ
の
萌
芽
は
、
先
生
の
最
初
の
主
著
と
も
い
う
べ
き

英
文
『
禅
論
文
集
』
三
巻
(
昭
和
二

i
九
年
刊
)
、
そ
し
て
そ
の
先
駆
を
な
し
た
英
文
『
禅
仏
教
入
門
』
(
昭
和
九
年
刊
)
の
中
に
も
、
す
で
に
明
ら
か
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
」
と
指
摘
し
て

い
る
。
秋
月
龍
現
可
人
類
の
教
師

・
鈴
木
大
拙
』
(
秋
月
龍
現
著
作
集

6
、
=
二
書
房
、

一
九
七
八
年
)
一
二
八
頁
。

『
鈴
木
全
集
』
第
十
三
巻
、
二
七
回

1
五
頁
。

同
前
、
二
七
六
頁
。

他
に
、
間
前
、
二
八
一
頁
等
参
照
。

同
前
、
五

O
九
(
}
一

O
頁
。
「
心
非
心
、
即
是
名
心
」
の
こ
と
は
、
第
十
八
節
b
に
出
る
。
前
掲
コ
ン
ゼ
本
に
よ
る
と
、
原
文
は
次
の
よ
う
で
あ
る

o
d
x
z
l吾
郎
品
巳
円
E
!
き
ωzzω
ロぴ
Y
D
Z

ωlay町
包
也
、
叶
2ymmω
百ロ
ω
立
凶
則
的

-
g・
百
コ

on可
出

R
n
x
g
I
B
M似
品
門
?
"
。
匂
・
わ
一
け
・
ち
・

2
・ミ・

5
J
5・

同
前
、
五
一
七
頁
。

同
前
、
四
六
四
頁
。

秋
月
龍
現
に
次
の
証
言
が
あ
る
。
「
鈴
木
大
拙
は
、
日
本
語
で
も
お
び
た
だ
し
い
数
の
著
述
を
遺
し
た
。
筆
者
は
、
そ
の
最
晩
年
の
七
年
間
、
毎
週
一
日
月
曜
日
の
大
拙
の
時
間
を
独
占
し

て
直
接
親
し
く
話
を
す
る
幸
運
に
恵
ま
れ
た
が
、
あ
る
日
、
師
の
大
拙
に
尋
ね
て
み
た
。
「
先
生
の
禅
に
つ
い
て
の
数
あ
る
ご
本
の
な
か
で
、
ご
自
身
で
は
ど
の
本
が
い
ち
ば
ん
気
に
い
っ

て
い
ま
す
か
。
」
大
拙
は
即
座
に
答
え
た
。
「
『
禅
の
思
想
』
を
読
ん
で
く
れ
た
ま
え
。
」
」
秋
月
龍
現
二
禅
者
の
見
た
「
不
可
分
・
不
可
同
・
不
可
逆
」
『
絶
対
無
と
場
所
l
1
e
鈴
木
禅
学
と

西
田
哲
学
』
、
青
土
社
、
一
九
九
六
年
、
一
二
八
一
頁
。

『
鈴
木
全
集
』
第
十
三
巻
、
二
二
八
頁
。

同
前
、
一
五
九
頁
。

3 5 4 (
6
)
 

(
7
)
 

(8) 

(9) 

(
日
)

(
日
)

(ロ)
14 13 



(
日
)

(
日
)

(
口
)

(
国
)

(
川
口
)

(
初
)

22 21 

詞
前
、
一
七
六
頁
。

同
前
、
一

O
O頁。

間
前
、
一
一
九

i
二
O
頁。

間
前
、
三
二

1
二
頁
。

伺
前
、
第
五
巻
、
三
八
七

i
八
頁
。

『
西
国
幾
多
郎
の
手
紙
1

1

1
鈴
木
大
拙
へ
|
|
¥
古
田
紹
欽
篇
、
新
潮
社
、

り
、
そ
こ
で
は
、
「
線
引
」
が
「
孫
引
」
と
な
っ
て
い
る
。

間
前
、
手
紙
一
一
ム
ハ
(
葉
書
)
。

同
前
、
手
紙
一
一
八
(
封
書
)
。
な
お
、
『
西
国
全
集
』
第
十
九
巻
、
四

O
O頁
参
照
。
そ
こ
で
は
、
「
云
は
さ
い
様
」
に
つ
い
て
、
「
云
は
さ
〔
な
〕
い
様
」
と
あ
る
。

な
お
、
こ
の
手
紙
に
、
「
私
の
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
即
ち
即
非
の
論
理
」
と
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
上
回
開
照
は
、
撤
密
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
次
の
よ
う
で
あ
る
。
「
西

国
が
(
C
)
哲
学
の
立
場
で
「
現
実
の
世
界
の
論
理
的
構
造
」
と
し
て
「
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
」
と
言
う
の
は
、
「
即
ち
」
大
拙
が

(
b
)
独
特
の
論
理
と
し
て
、
あ
る
い
は
大
乗
仏
教
特

有
の
霊
性
的
自
覚
の
論
理
と
し
て
自
覚
化
し
た
「
即
非
の
論
理
L

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
っ
き
り
次
元
の
差
を
ふ
ま
え
て
「
即
ち
」
で
結
ば
れ
て
い
る
。
「
矛
盾
的
自
己
向
一
の
論
理
L

は
大

拙
の
所
謂
「
郎
非
の
論
理
」
が
(
C
)

へ
と
換
骨
奪
胎
さ
れ
た
も
の
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
西
田
は
哲
学
の
場
に
お
い
て
「
従
来
の
対
象
論
理
の
見
方
」
と
は
根
本
的

に
異
な
っ
た
(
こ
れ
を
否
定
的
に
含
み
な
が
ら
)
新
し
い
立
場
を
開
こ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
(
哲
学
と
し
て
の
意
義
)
。
」
『
経
験
と
自
覚
|
|
西
田
哲
学
の
「
場
所
」
を
求
め
て
|
|
』

「
一
ニ
禅
と
哲
学
ヘ
岩
波
書
底
、
一
九
九
四
年
、
二
一
七
頁
。
ち
な
み
に
、
上
田
は
、
さ
ら
に
、

(
a
)
の
人
と
(
C
)
の
人
格
の
こ
と
に
も
ふ
れ
、
「
人
は
そ
の
場
へ
と
換
骨
奪
胎
さ
れ
て
新

し
い
人
格
概
念
と
な
り
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
一
一
一
一
口
わ
れ
る
。
「
私
の
人
格
と
い
ふ
の
は
、
主
観
的
・
客
観
的
な
る
真
の
歴
史
的
世
界
の
発
展
に
於
て
形
成
せ
ら
れ
た
る
個
物
を
言
ふ
の
で
あ

る
」
(
二
ニ
一
三
五
)
。
」
さ
ら
に
、
っ
大
拙
が

(
b
)
か
ら
(
C
)
を
の
ぞ
み
な
が
ら
「
郎
非
の
論
理
」
と
言
え
ば
、
西
国
は
(
C
)
に
お
い
て
「
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
」
と
応
ず
る
。
大
拙

に
ん

が
「
人
」
と
言
え
ば
西
田
は
人
格
と
応
ず
る
。
大
拙
が

(
b
)
か
ら
「
妙
」
と
言
え
ば
、
西
田
は
(
C
)
に
お
い
て
、
「
逆
対
応
」
と
応
ず
る
。
こ
の
よ
う
な
、

(
b
)
と
(
C
)
と
の
次
元
関
の
深

い
断
絶
の
谷
間
を
隔
て
て
の
呼
応
交
響
が
成
立
す
る
の
は
、
大
拙
も
西
田
も
両
者
共
に
「

(
a
)
か
ら

(
a
)
へ
」
の
円
転
が
そ
の
実
存
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
同

輩
出
、
二
一
八
頁
。
こ
こ
で
、

(a)
・
(
b
)
・
(
C
)
と
い
う
の
は
、

(a)
「
純
粋
経
験
」
、

(
b
)
「
純
粋
経
験
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
。
」
、

(
C
)

「
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て

を
説
明
し
て
み
た
い
。
」
と
い
う
三
重
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
連
関
の
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
書
、
二

O
一
i
二
頁
参
照
。
な
お
、
上
回
関
照
は
、
即
非
の
「
根
本
句
が
発
せ
ら
れ
る
の
は
例
↓
仰
と

い
う
自
覚
の
出
来
事
で
あ
り
、
発
せ
ら
れ
た
部
非
の
根
本
匂
は
似
次
元
上
で
あ
る
。
大
拙
が
特
に
即
非
の
論
理
と
言
う
の
は
、
実
は
、
制
次
元
か
ら
既
に
半
ば
糾
次
元
を
の
ぞ
み
見
て
い
る

か
ら
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、
寸
心
の
「
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
」
「
場
所
の
論
理
」
は

ωと
し
て
い
る
。
向
者
一
同
一
二
六
頁
。

同
前
、
手
紙
一
一
九
(
葉
書
)
。

前
注
(
刊
日
)
の
箇
所
参
照
。

『
鈴
木
全
集
」
第
五
巻
、
四

O
一
i
二
頁
。

大
正
五
一
巻
、
二
五
三
頁
中

1
下。

前
掲
『
西
国
幾
多
郎
の
手
紙
へ
手
紙
二
一

O
(葉
書
)
。

陪
前
、
手
紙
二
一
四
(
封
書
)
。

一
九
五

O
年
、
手
紙
九
七
(
葉
書
)
。
な
お
、
「
西
回
全
集
』
第
十
九
巻
、
二
七

O
頁
に
も
同
じ
も
の
が
あ

(
お
)

(
M
)
 

(
お
)

(
却
)

(
幻
)

(
お
)

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
二
号

二
五



「
即
非
の
論
理
L

の
宗
教
哲
学

一一六

(
ぬ
)

(
初
)

(
訂
)

(
幻
)

(
お
)

(
お
)

同
前
、
手
紙
一
二
二
(
葉
書)。

同
前
、
手
紙
一
二
三
(
封
書)。

『
西
国
全
集
』
第
十
一
巻
、
四
一
ニ

0
1
一
頁
。

同
前
、
四
四
五
〈
J

七
頁
。

間
前
、
四
二
三
頁
。

間
前
、
三
九
八

1
九
頁
。
な
お
、
沼
田
滋
夫
は
、
『
西
国
哲
学
へ
の
旅
|
|
哲
学
と
宗
教
と
の
接
点
を
追
っ
て
l
|
|』
の
寸
第
五
輩
、
宗
教
的
世
界
観
の
哲
学
」
に
お
い
て
、
こ
の
匂
を
引

用
し
、
「
こ
こ
に
見
ら
れ
る
仏
教
語
は
何
れ
も
、
さ
き
に
述
べ
た
絶
対
と
は
自
ら
の
絶
対
的
否
定
に
お
い
て
絶
対
な
の
だ
と
い
う
こ
と
、
絶
対
は
絶
対
に
あ
ら
ず
故
に
絶
対
と
い
う
こ
と
と

同
じ
こ
と
を
意
味
し
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
相
対
は
相
対
で
な
い
故
に
相
対
な
の
だ
と
い
う
、
言
わ
ば
、
裏
か
ら
の
言
い
方
と
も
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
、
と
西
田
は
解
し
て
い

る
」
等
と
解
説
し
て
い
る
。
同
書
、
北
樹
出
版
、
一
九
八
四
年
、
二
二

O
頁。

同
前
、
四

O
五
頁
。
参
考
ま
で
に
、
務
台
理
作
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
西
田
先
生
の
最
後
の
論
文
で
あ
り
、
ま
た
西
田
哲
学
の
最
後
の
仕
上
げ
と
も
云
ふ
べ
き
「
場
所
的
論
理

と
宗
教
的
世
界
観
」
の
中
で
、
宗
教
心
の
哲
学
が
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
と
き
、
先
生
の
脳
握
に
は
必
ず
大
拙
先
生
か
ら
醸
し
出
さ
れ
て
ゐ
る
禅
的
・人
間
的
精
神
の
香
気
が
感
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た

に
ち
が
ひ
な
い
。
「
鈴
木
大
拙
の
即
非
の
論
理
一
」
と
い
ふ
言
葉
も
し
ば
し
ば
出
て
く
る
。
:
:
:
」
前
掲
『
西
田
幾
多
郎
の
手
紙
』
「
序
」
。

『
鈴
木
全
集
』
第
五
巻
、
一
二
八
五
頁
。

『
西
国
全
集
』
第
十
一
巻
、
四
二
三
頁
。

『
鈴
木
全
集
』
第
七
巻
、
二
九
頁
。

同
前
、
三
ニ
頁
。

同
前
、
一
四

i
五
頁
。

同
前
、
第
十
三
巻
、
一

O
一
頁
。

向
前
、
一

O
二
頁
。

間
前
、
九
九

1
一
O
O頁。

同
前
、
一

O
三
(
j

四
頁
。
な
お
、
こ
の
「
超
個
」
と
「
個
」
の
概
念
は
、

『
日
本
的
霊
性
』
に
お
い
て
も
、
さ
か
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
『
鈴
木
全
集
』
第
八
巻
、
八
二
頁
そ
の
他
参
照
。

私
は
こ
こ
に
、
森
本
省
念
が
、
「
翁
と
西
田
幾
多
郎
先
生
と
は
、
法
然
と
親
駕
を
一
人
格
と
み
る
翁
の
見
方
に
よ
る
と
、
表
と
裏
と
な
る
。
西
回
全
集
の
読
み
は
大
拙
全
集
の
読
み
か
ら
入

る
べ
き
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
た
こ
と
を
想
起
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
句
は
、
し
ば
し
ば
小
野
寺
功
氏
が
強
調
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
森
本
省
念
「
大
拙
全
集
の
読
み
方
」
『
鈴

木
大
拙

i
i人
と
思
想
ー
ー
へ
岩
波
書
底
、

一
九
七
一
年
、
一

O
一
ニ
頁
。
ち
な
み
に
、
務
台
理
作
は
、
「
大
拙
先
生
は
禅
家
と
し
て
は
、
珍
ら
し
く
体
系
的
な
叙
述
を
さ
れ
、
割
合
に
多
く

論
理
の
こ
と
を
問
題
に
さ
れ
て
、
独
自
の
深
味
を
も
っ
「
即
非
の
論
理
」
の
や
う
な
も
の
を
展
開
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
た
し
か
に
西
田
哲
学
か
ら
の
影
響
で
あ
ら
う
。
或
る

意
味
で
は
大
拙
先
生
の
方
が
、
場
所
的
論
理
を
簡
素
な
形
で
端
的
に
表
現
し
て
ゐ
る
と
も
云
へ
る
。
:
:
:
」
と
述
べ
て
い
る
。
前
掲
『
西
田
幾
多
郎
の
手
紙
』
「
序
」
。
な
お
、
大
拙
と
寸
心

を
一
人
格
と
見
る
こ
と
を
秋
月
龍
取
は
つ
よ
く
提
唱
し
た
。
「
鈴
木
禅
学
と
西
田
哲
学
と
滝
沢
神
学
」
『
絶
対
無
と
場
所
1

1
鈴
木
禅
学
と
西
国
哲
学
へ
二

O
五

1
六
頁
。

『
鈴
木
全
集
』
第
七
巻
、
三
七
頁
。
こ
の
最
後
の
句
は
、
現
実
世
界
に
働
く
人
格
を
展
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
前
、
五
八
頁
。

35 (
お
)

(
幻
)

(
犯
)

(
拘
)

(
刊
)

(
引
)

(
位
)

(
必
)

(
付
)

(
必
)
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同
前
、
六
五
頁
。

同
前
、
六
七
真
。
以
上
、
事
事
無
擬
法
界
へ
の
言
及
を
見
た
が
、
こ
れ
ら
は
、
歴
史
的
世
界
に
働
く
個
を
展
望
し
て
い
る
と
解
せ
よ
う
。

上
田
閑
照
は
、
前
掲
論
文
の
中
で
、
大
拙
の
言
葉
と
し
て
「
『
臨
済
録
』
は
こ
の
人
に
よ
っ
て
説
か
れ
、
こ
の
人
の
は
た
ら
き
(
全
体
作
用
)
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
:
:
:
こ
の
人
は

超
個
者
で
あ
っ
て
兼
ね
て
個
一
者
で
あ
る
。
臨
済
は
臨
済
で
あ
っ
て
、
又
臨
済
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
般
若
は
般
若
で
な
い
か
ら
般
若
で
あ
る
。
人
は
即
非
の
論
理
を
生
き
て
い
る
の
で
あ

る
」
(
鈴
木
大
拙
『
臨
済
の
基
本
思
想
」
)
と
あ
る
の
を
指
摘
し
て
い
る
。
前
掲
書
、
二
一
五
頁
。
な
お
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
臨
済
の
基
本
思
想
』
は
、
も
は
や
「
郎
非
の
論
理
」
の
論
理

と
し
て
の
究
明
よ
り
、
そ
れ
を
生
き
る
「
人
」
の
究
明
に
重
点
を
お
い
て
い
る
と
思
う
。

『
鈴
木
全
集
』
第
七
巻
、
七
八
頁
。

同
前
、
七
八
{
)
九
頁
。
大
拙
は
、
『
趨
州
録
』
の
こ
の
話
を
、
最
も
心
に
残
る
も
の
と
し
て
い
た
、
と
秋
月
龍
現
は
証
言
し
て
い
る
。
秋
月
龍
現
『
鈴
木
禅
学
入
門
』
(
『
秋
月
龍
環
著
作
集
』

7
)
、
一
一
二
書
房
、
一
九
七
八
年
、
四
七

i
八
頁
。

(
幻
)
同
住
(
幻
)
参
照
。

(
M
)

同
前
、
七
八
頁
。

(
補
注
)
大
拙
と
寸
心
が
心
友
同
士
と
し
て
魂
の
交
流
を
な
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
、
石
井
光
雄
が
、
「
西
国
先
生
と
鈴
木
先
生
」
と
し
て
、
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
「
昨
年
六
月
の
初
め
大
拙
先
生
か
ら
西
日
先
生
が
少
し
御
加
減
が
悪
い
と
承
っ
た
が
大
し
た
こ
と
も
あ
る
ま
い
と
高
を
括
っ
て
居
っ
た
。
然
る
に
七
日

の
昼
頃
私
が
古
田
君
と
私
の
宅
で
午
餐
を
喫
し
て
居
る
と
其
所
へ
鈴
木
先
生
が
来
ら
れ
た
と
山
妻
が
知
ら
せ
て
来
た
。
早
速
玄
関
に
御
迎
へ
に
出
る
と
之
は
大
変
、
先
生
は
靴
も
脱
が
ず
玄

関
の
敷
台
に
頭
を
う
つ
伏
し
に
伏
せ
て
軟
々
と
泣
い
て
居
ら
れ
、
私
の
顔
を
見
ら
る
る
や
否
や
ワ
ア
!
と
一
層
激
し
く
泣
き
出
さ
れ
「
到
頭
西
田
死
ん
だ
」
と
云
ふ
て
愈
々
涙
を
ぽ
ろ
ぼ
ろ

落
し
て
居
ら
れ
、
又
再
び
数
台
に
顔
を
伏
せ
て
泣
か
る
る
計
り
で
其
顔
色
土
灰
の
如
く
蒼
ざ
め
悲
嘆
の
状
は
父
母
骨
肉
を
失
ふ
も
之
れ
に
は
及
ぶ
ま
い
と
思
へ
た
。
漸
く
に
し
て
古
田
君
の

一
屑
に
す
が
り
椅
子
に
椅
ら
れ
御
悲
嘆
の
裡
に
葬
儀
万
端
の
こ
と
吾
等
に
相
談
が
あ
り
、
夫
れ
が
済
ん
で
や
が
て
古
田
君
の
肩
に
結
っ
て
円
覚
寺
揮
の
宅
に
帰
ら
れ
た
。
先
生
は
葬
儀
当
日
迄

一
一
日
間
床
中
で
悲
嘆
に
悶
え
苦
し
ま
れ
た
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
建
に
両
先
生
水
魚
以
上
の
交
友
思
ふ
べ
き
で
は
無
い
か
。
今
や
大
拙
先
生
の
御
墓
予
定
地
も
東
慶
寺
墓
地
に
あ
る
西
国

先
生
の
墓
の
隣
域
と
き
ま
っ
た
。
此
れ
こ
そ
夫
婦
な
ら
ぬ
真
の
借
老
同
穴
二
世
の
契
り
と
時
す
べ
き
で
あ
る
。
誰
か
仰
が
ざ
る
交
友
の
亀
鑑
管
飽
這
裡
に
在
る
を
。
(
昭
和
二
十
一
年
、
雑

誌
『
知
と
行
」
第
十
一
号
に
書
か
れ
た
も
の
を
再
録
。
)
」
下
村
寅
太
郎
編
『
西
田
幾
多
郎
ー
ー
ー
同
時
代
の
記
録
|
|
』
岩
波
書
属
、
一
九
七
一
年
、
一
八
五

i
六
頁
。

(
必
)

(
刊
)

(
印
)
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Religious Philosophy Based on 

“The Logic of SOKU -HI" (部非の論理)

Makio T AKEMURA 

It is well-known that Zen-master Daisetsu Teitaro Suzuki and philosopher 

Sunshin Kitaro N ishida were very close friends since their younger days. They had 

great and deep influence on each other's thoughts. 

The greatness of the influence that Nishida got from Daisetsu is shown in his last 

work “The Logic of Place and Religious World-view". 1n it， Nishida often mentioned 

'the logic of SOKU -HI (即非)'that Daisetsu expounded frequently in his works. 'The 

logic of SOKU -HI'， which is shown in the form 'A is A， because A is not-A'， appears 

repeatedly in the sutra “Vajracchedika Prajn吾paramita".Daisetsu found out in that 

logic the mode of a subject who has detached from any contradiction of al1 dualities， 

while N ishida found out there the logic concerning the 1ndividual or the Self realised 

through se1f-denial of the Absolute-being. Further N ishida tried to clarify that the Self 

realised in religion is none other than the subject who creates the history of this actual 

world. That corresponds with Daisetsu's intensifing of the great compassion. 

1n this paper， 1 intended to make clear the detail of their relationship through 

examining their works. 1n the first chapter， 1 considered what ‘the logic of SOKU-HI' 

which Daisetsu explained is， referring mainly to his work “Zen in The Vajracchedik吾

Prajnaparamit註" In the second chapter， 1 clarified what great inf1uence it gave to 

Nishida， through his" Diary". 1n the third chapter， 1 investigated Nishida's interpreta-

tion on 'the logic of SOKU -HI' and its relationship with 'the logic of Place' that 

Nishida maintained as his original view-point， referring to his work “The Logic of 

Place and Religious World-view". 1n the fourth chapter， 1 considered an example of 

Daisetsu's response to Nishida's interpretation of 'the logic of SOKU-HI'， found in his 

work“The Essence of Buddhism". 

For Daisetsu， 'the logic of SOKU-HI' is what expresses the actual intuition in Zen 

-Buddhism， but for N ishida， it is what shows the logical structure of the Individual or 

the Self. At any rate， both of them recognized in it the realization of the 1ndividual or 

the subject. And then， they seeked the primordial way of life for human beings who 八

work in this real world. 1 think we should follow their studies and furthermore 

investigate the logical structure of religious existence common to the East and West 

religions， which is expressed in Daisetsu's and N ishida's thoughts. 

「口
B
K
ト
り
A

隙
里
会

日
μ
ゴィ
'L-一
昨
日
現
民
」

の
宗
教
哲
学
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