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『
中
国
自
然
神
学
論
』
は
ド
イ
ツ
近
代
の
哲
学
者
ゴ
ッ
ト
フ
リ

i
ト
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
が
中
国
思
想
を
研
究
・
解
釈
し
た
論
文
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
は
中
国
に
大
き
な
興
味
を
抱
い
て
い
た
の
で
、
折
に
ふ
れ
て
は
中
国
に
関
す
る
意
見
を
提
出
し
て
お
り
、

そ
の
数
は
か
な
り
の
量
に
達
す
る
。
そ
し
て
こ
の
『
中
国
自

(
1
)
 

ま
た
代
表
的
著
作
な
の
で
あ
る
。
筆
者
は
す
で
に
別
稿
に
お
い
て
、
彼
が
こ
れ
を
執
筆
す
る
に
い
た
る
ま

然
科
学
論
』
は
彼
の
中
国
に
関
す
る
考
え
の
集
大
成
で
あ
り
、

で
の
、
そ
の
閲
歴
を
通
じ
て
の
中
国
知
識
の
形
成
、
実
際
に
執
筆
す
る
契
機
を
考
察
し
、

そ
し
て
こ
の
論
文
を
め
ぐ
る
研
究
史
等
に
つ
い
て
も
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
そ
れ
に
ひ
き
つ
づ
き
そ
の
内
容
面
に
わ
た
る
分
析
・
考
察
を
お
こ
な
お
う
と
思
う
。

『
中
国
自
然
神
学
論
』
は
大
き
く
四
章
に
分
か
れ
る
。
そ
の
内
容
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
章

中
国
人
の
神
に
つ
い
て
の
考
え

第

神
に
よ
る
物
質
・
精
神
の
創
造
に
関
す
る
中
国
人
の
考
え

第
三
章

人
間
の
魂
・
そ
の
不
滅
性
・
応
報
に
つ
い
て

第
四
章

伏
犠
の
記
号
と
二
進
法
に
つ
い
て

こ
れ
ら
の
う
ち
、
第
四
章
は
内
容
的
に
他
の
三
章
と
は
若
干
こ
と
な
る
の
で
、
本
稿
は
前
一
ニ
章
を
中
心
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
、
第
四
章
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど

ハ
2
v

言
及
す
る
こ
と
は
な
い
。
さ
て
『
中
国
自
然
神
学
論
』
が
初
め
て
印
刷
刊
行
さ
れ
た
際
、
編
集
者
の
コ
ル
ト
ホ
ル
ト
は
そ
れ
を
さ
ら
に
こ
ま
か
く
、
七
十
五
節
に
分
節
し

哲
学
・
思
想
論
集
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た
。
こ
の
分
節
と
各
章
と
の
対
応
を
示
す
な
ら
、

第
一
章
1
1
1
1
J
お
節

第
二
章

l
l
M
J
凶
節

第
三
章

i
i
i
u
i
U節

第
四
章
1
1
1
m
∞
J

符
節

と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
コ
ル
ト
ホ
ル
ト
以
後
の
刊
行
に
つ
い
て
は
、
ず
っ
と
こ
の
分
節
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
も
こ
の
分
節
に
よ
っ
て
引
用
等
を
お

こ
な
う
。
ま
た
論
文
中
で
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
が
取
扱
っ
て
い
る
中
国
文
献
は
、
『
易
経
』
『
詩
経
』
『
尚
書
』
『
論
語
』
『
中
庸
』
『
性
理
大
全
』
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
で
も

『
性
理
大
全
』
の
引
用
は
最
も
頻
繁
で
あ
り
、
『
大
全
』
中
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
朱
子
説
を
引
用
し
て
い
る
。
本
稿
で
も
中
国
語
資
料
を
徴
引
す
る
場
合
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
の
引
用
に
準
拠
し
て
『
性
理
大
全
』
を
主
と
し
て

な
お
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
中
国
語
に
つ
い
て
、

一
、
二
の
例
外
を
除
い
て
朱
子
の
『
文
集
』
『
一
訪
問
類
』
等
の
『
性
理
大
全
』
の
所
拠
に
ま
で
は
遡
源
し
な
い
。

そ
の
普
遍
性
に
関
し
て
の
思
索
を
行
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
文
字
は
読
め
た
ら
し
い
。
し
か
し
右
に
あ
げ
た

よ
う
な
文
献
を
原
典
で
読
む
だ
け
の
力
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
が
限
に
し
え
た
中
国
文
献
と
は
(
『
中
国
自
然
神
学
論
』
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
)
、

ニ
コ
一
フ
ス
・

ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
の
『
中
国
に
関
す
る
二
、
三
の
議
論
』
お
よ
び
ア
ン
ト
ワ
!
ヌ
・
ド
・
サ
ン
・
マ
リ
!
の
『
中
国
伝
道
事
業
の
二
、
三
の
主
要
点
に
関
す
る
議
論
』
に

〈

5
〉

引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
彼
の
中
国
文
献
引
用
は
間
接
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

き
て
『
中
国
自
然
神
学
論
』
の
分
析
に
入
る
ま
え
に
そ
れ
に
先
立
っ
て
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
作
業
が
あ
る
。
『
中
国
自
然
神
学
論
』
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
最
晩

〈

6
〉

年
の
著
作
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
前
年
に
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ

l
』
を
執
筆
し
て
彼
の
哲
学
の
総
結
算
を
な
し
と
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
中
国
自
然
神
学
論
』
は
彼
の
も
っ
と
も

円
熟
し
た
時
期
に
お
け
る
著
作
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
中
国
の
思
想
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
彼
自
身
の
哲
学
が
そ
こ
に
投
影
さ
れ
る
の
は
い
わ
ば
自
明
な
こ
と
と
も

い
え
た
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
ち
に
『
中
国
自
然
神
学
論
』
の
分
析
に
入
ら
ず
、

(
7
)
 

ら
か
じ
め
彼
の
哲
学
を
概
観
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
の
前
提
と
し
て
当
面
必
要
な
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
ご
く
か
い
つ
ま
ん
で
あ

そ
し
て
今
、

こ
こ
で
は
そ
の
素
材
と
し
て
『
形
而
上
学
叙
説
』
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ

i
』
を
主
と
し

て
と
り
あ
げ
よ
う
と
思
う
。



日
ブ
イ
e

。フ一一

ッ
ツ
の
哲
学
的
立
場

(→ 

『
形
而
上
学
叙
説
』
を
め
ぐ
っ
て

実
体ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
に
お
い
て
実
体
概
念
は
重
要
な
支
柱
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
実
体
は
神
の
創
造
物
で
あ
り
、

「
多
く
の
述
語
、
が
同
一
の
主
語
に
属
し

そ
の
主
語
は
も
は
や
他
の
い
か
な
る
主
語
に
も
属
さ
な
い
場
合
、
こ
の
主
誌
が
個
体
的
実
体
と
よ
ば
れ
る
の
は
た
し
か
に
正
し
い
」
角
形
而
上
学
叙
説
』

8
節
)

と
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
的
表
現
の
も
と
に
提
起
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
名
目
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
「
個
体
的
実
体
す
な
わ
ち
す
べ
て
を
ふ
く
ん
だ
存
在
は
そ
の

本
性
か
ら
し
て
完
成
し
た
概
念
を
も
ち
、

そ
の
概
念
は
そ
れ
が
属
し
て
い
る
主
語
の
あ
ら
ゆ
る
述
語
を
理
解
し
た
り
、

ま
た
そ
こ
か
ら
演
縛
し
た
り
す
る
の
に
十
分
な
も

の
で
あ
る
」
(
『
形
而
上
学
叙
説
』
8
節
)

と
す
る
。
す
な
わ
ち
個
体
的
実
体
に
は
汎
時
間
的
に
そ
れ
に
つ
い
て
い
う
こ
と
の
で
き
る
無
数
の
述
語
が
あ
る
、
つ
ま
り
そ
の
実

(

8

)

(

9

)

 

体
の
あ
ら
ゆ
る
で
き
ご
と
、
あ
ら
ゆ
る
状
況
・
外
界
の
全
系
列
が
ふ
く
ま
れ
る
、
な
い
し
属
性
と
す
る
。
ゆ
え
に
各
実
体
は
、
一
つ
の
完
結
世
界
、
あ
る
い
は
神
の
鏡
な

(ぬ〉

い
し
全
宇
宙
の
鏡
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
各
実
体
は
お
の
お
の
そ
れ
な
り
に
全
宇
宙
を
表
出
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
実
体
は
一
定
の
規
則
的
な
秩
序
に
お
い

(孔〉

て
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
秩
序
中
に
あ
っ
て
全
て
の
実
体
は
神
の
は
か
っ
た
調
和
の
も
と
に
関
係
し
あ
っ
て
い
る
。
一
方
、
個
別
の
各
実
体
は
神
以
外
の
も
の
に
は
依
拠

し
な
い
独
立
的
世
界
と
し
て
あ
る
。
し
た
が
っ
て
実
体
が
相
互
に
影
響
・
関
係
し
あ
う
と
い
う
こ
と
は
、
神
に
依
存
、
な
い
し
仲
介
と
せ
ぬ
か
ぎ
り
あ
り
え
な
い
。
こ
と

ば
を
変
え
れ
ば
実
体
同
士
の
産
接
的
関
係
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
こ
の
よ
う
な
実
体
の
有
機
的
構
造
を
主
張
す
る
背
景
に
は
デ
カ
ル
ト
を
は
じ
め
と
す
る
近
世
の
機
械
論
的
自
然
哲
学
に
お
い
て
、
実
体
は
そ

の
存
在
の
た
め
に
他
の
何
も
の
を
も
必
要
と
し
な
い
、

そ
れ
自
体
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
、

と
さ
れ
た
論
点
を
克
服
す
る
自
的
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
デ
カ
ル
ト

は
「
も
し
神
が
直
接
自
分
自
ら
に
よ
っ
て
そ
の
延
長
的
物
質
の
観
念
を
我
々
の
心
に
示
し
た
と
か
、
或
い
は
神
が
単
に
、
延
長
も
形
も
運
動
も
内
に
全
く
含
ま
な
い
何
も

の
か
に
よ
っ
て
、
〔
そ
の
観
念
が
我
々
に
〕
一
一
小
さ
れ
る
よ
う
に
し
た
と
か
、

い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
神
が
欺
蹴
者
と
考
え
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
を
、
見
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
:
・
:
・
し
か
る
に
神
が
欺
蹴
者
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
神
の
本
性
に
全
く
合
わ
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ

哲
学
一
思
想
論
集

第
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。

て
こ
こ
で
、
延
長
者
、
即
ち
長
さ
と
幅
と
深
さ
と
を
有
ち
、
延
長
的
事
物
に
属
す
る
と
我
々
が
認
め
る
一
切
の
性
質
を
有
す
る
も
の
は
存
在
す
る
、
と
完
全
に
結
論
し
な

〈
沼
)

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
延
長
が
、
我
々
の
物
体
も
し
く
は
物
質
と
呼
ぶ
も
の
な
の
で
あ
る
」
(
『
哲
学
の
ほ
理
』
第
二
部
第
一
節
)
と
い
う
か
ら
で
あ
る
。

(

取

物

)

(

性

質

)

こ
の
場
合
注
尽
す
べ
き
は
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
実
体
に
属
す
る
特
性
と
し
て
延
長
と
い
う
経
験
的
事
実
を
あ
て
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
、
は
や
く
も
パ
リ

の
時
代
に
機
械
論
の
克
服
に
む
か
つ
て
お
り
、

そ
の
批
判
は
ま
ず
力
学
方
面
に
あ
ら
わ
れ
る
。

一
六
八
六
年
の
『
自
然
法
則
に
関
す
る
デ
カ
ル
ト
そ
の
他
の
人
々
の
顕
著

な
誤
謬
の
簡
単
な
証
明
』
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
同
年
に
書
か
れ
た
『
形
而
上
学
叙
説
』
げ
節
の
標
題
に
よ
っ
て
論
旨
を
簡
略
に
示
す
に
と
ど
め
る
。
す
な
わ
ち
、

下
位
の
準
則
す
な
わ
ち
自
然
法
則
の
実
例
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
派
の
人
々
や
そ
の
他
多
く
の
人
々
に
た
い
し
、
神
は
常
に
向
一
の
力
を
保
存
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
関
一
の
運
動
力
を
保
存
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

と
い
う
。
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
力
と
は
運
動
量
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
速
度
と
物
体
の
質
量
の
積
に
比
例
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
ガ
リ
レ
イ
の
落
下
の

実
験
に
よ
る
と
、
力
は
等
し
く
と
も
運
動
量
は
異
る
と
い
う
結
果
、
が
出
て
い
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
批
判
は
デ
カ
ル
ト
の
そ
の
誤
り
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
で
デ
カ
ル
ト
の
誤
謬
は
じ
つ
は
加
速
度
を
無
視
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
む
し
ろ
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
の
実
体
概
念
の
属
性
で
あ
る

延
長
に
起
因
す
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
彼
は
「
物
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
を
説
明
す
る
に
は
拡
が
り
と
い
う
も
の
か
ら
は
な
れ
た
形
而
上
学
的
考
察
に
よ
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
」
(
『
形
而
上
学
叙
説
』
時
節
)
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
自
身
の
実
体
概
念
は
、
と
い
う
と
、
そ
れ
は
個
別
的
具
体
的
な
も
の
を
指
し
て
い
た
の
で

(
は
)

あ
る
。
そ
の
実
体
の
有
機
的
性
質
l

i
あ
ら
ゆ
る
述
語
を
ふ
く
み
、
相
互
に
宇
宙
の
秩
序
に
お
い
て
(
神
に
依
拠
し
つ
つ
)
関
係
し
あ
い
、
お
の
お
の
個
別
宇
宙
を
映
し
出

す
ー
ー
ー
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
み
た
と
お
り
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
つ
ぎ
の
問
題
は
そ
の
実
体
、
が
い
か
に
し
て
実
体
た
り
う
る
か
で
あ
っ
た

D

彼

〈
日
)

は
デ
カ
ル
ト
の
ご
と
き
延
長
は
実
体
を
構
成
せ
ず
、
実
体
を
構
成
す
る
に
は
「
何
か
魂
と
関
係
の
あ
る
も
の
を
必
ず
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
角
形
而
上
学
叙
説
』
ロ
節
)

と
考
え
た
。
そ
こ
で
彼
は
そ
の
魂
に
関
係
あ
る
も
の
と
し
て
「
実
体
形
相
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
提
起
す
る
の
で
あ
る
。

実
体
形
棺

実
体
形
相
と
は
ス
コ
ラ
哲
学
で
は
も
と
も
と
無
規
定
な
る
質
料
に
対
し
て
こ
れ
に
規
定
を
あ
た
え
、
実
体
と
し
て
構
成
す
る
形
相
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ス
コ
ラ
哲
学
そ
の
ま
ま
に
こ
れ
を
用
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
こ
の
形
相
の
考
察
が
物
理
学
の
細
部
に
つ
い
て
何
の
役
に
も
立
た
ず
、
個
々
の
現
象
の
説



坊
に
も
ち
い
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
」
(
『
形
而
上
学
叙
説
』
叩
節
)
と
い
う
よ
う
に
、

近
世
の
哲
学
・
科
学
が
獲
得
し
た
成
果
と
栂
反
す
る
結
果
を
来
た
さ
ぬ
よ
う
注
意
深
く

配
慮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
彼
は
遠
慮
深
く
も
、

実
体
形
相
を
導
入
す
る
の
は
「
非
常
な
逆
説
を
も
ち
だ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
角
形
而
上
学
叙

説
』
日
節
)
が
、

し
か
し
熟
慮
の
結
果
、

「
心
な
ら
ず
も
強
制
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、

実
体
形
栂
を
ふ
た
た
び
と
り
あ
げ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
」

(
『
形
而
上
学
叙
説
』
日
節
)
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
実
体
形
相
は
ス
コ
ラ
の
時
代
の
よ
う
に
自
然
学
か
ら
人
間
学
ま
で
の
広
範
囲
を
お
お
う
概
念
で
は
な
く
、
「
魂
に
似

と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
い
う
よ
う
に
形
而
上
的
な
も
の
で
あ
り
、
物
体
(
第

質
料
)
が
実
体
た
る
た
め
に
は
実
体
形
相
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て

種
の
力
と
し
て
観
念
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
デ
カ
ル
ト

(国〉

と
こ
と
な
り
、
力
と
運
動
量
と
を
区
別
し
て
い
た
が
、
彼
に
お
い
て
は
そ
の
力
は
図
形
の
大
き
さ
(
延
長
)
や
運
動
量
と
は
こ
と
な
っ
た
。
延
長
に
か
か
わ
ら
ぬ
が
ゆ
え

あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
そ
の
実
体
形
相
は
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
と
、

そ
れ
は

に
「
わ
れ
わ
れ
は
当
代
の
学
者
た
ち
が
追
放
し
て
し
ま
っ
た
あ
る
種
の
存
在
ま
た
は
形
棺
を
復
活
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
」
(
『
形
而
上
学
叙
説
』
時
節
)
い
こ
と
に
な

り
、
そ
の
形
相
を
一
種
の
力
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
力
学
の
根
本
に
あ
る
力
の
概
念
を
た
ん
に
物
理
学
・
幾
何
学
の
原
理
に
還
元
さ
れ
る

も
の
と
せ
ず
、
形
而
上
学
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
、

そ
れ
を
実
体
形
相
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
実
体
形
相
は
「
エ
ン
テ
レ
キ

i
」
な
い
し
「
活
力
」
と
も
呼
ば
れ

る
が
、
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ

l
』
で
は
「
エ
ン
テ
レ
キ

l
」
の
名
に
集
約
さ
れ
、
重
.
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
『
形
而
上
学
叙
説
』
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
当
面
ま
ず
把
握
し
て
お
く
べ
き
は
、

(1) 
神

ω実
体
、

ω実
体
形
相
の
三
者
の
差
異
な
い
し
構
造
的
区
別
で
あ

る
。
な
お
実
体
と
実
体
形
相
と
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
実
体
は
み
ず
か
ら
が
何
で
あ
る
か
、
何
を
し
て
い
る
の
か
を
認
識
し
う
る
の
に
対
し
て
、
実
体
形
相
は
そ
れ
が
で

つ
ま
り
反
省
を
な
し
え
ぬ
の
で
そ
れ
は
道
徳
的
価
値
と
は
無
縁
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
も
指
摘
で
き
る
。
あ
る
い
は
実
体
は
世
界
の
創
造
に
よ
り
発
出
し
、
そ
の

(

げ

)

ハ

お

)

滅
亡
に
よ
り
亡
ぶ
も
の
(
つ
ま
り
神
と
と
も
に
永
凶
悪
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
実
体
形
相
は
そ
れ
自
身
の
変
容
の
た
び
に
滅
亡
し
て
あ
ら
た
な
実
体
形
相
を
生
じ
る
も
の
で

、きぬ、

あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
具
体
的
な
た
と
え
と
し
て
、
毛
虫
が
蝶
に
な
る
場
合
、

〈

川

口

)

形
相
、
が
あ
ら
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お
こ
う
。

そ
の
実
体
は
存
続
す
る
が
、
毛
虫
の
実
体
形
相
は
滅
亡
し
て
あ
ら
た
に
蝶
の
実
体

さ
て
、

つ
ぎ
に
以
上
の
ご
と
き
概
念
が
、
彼
の
最
晩
年
、
も
っ
と
も
円
熟
し
た
留
学
的
論
文
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ

l
』
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
展
開
を
み
せ
て
い
る
か
を

み
て
み
よ
う
。
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(斗

『
モ
ナ
ド
ロ
ジ

i
』
を
め
ぐ
っ
て

モ
ナ
ドモ

ナ
ド
〔
日
。
ロ
mH
門
目
。
〕
は
ギ
リ
シ
ャ
諾
の
そ
ナ
ス
〔
日
。
ロ
山
部
〕
に
由
来
す
る
も
の
で
、
根
源
的
に
は
個
体
、

て
な
ど
の
意
義
を
も
っ
。
そ
こ
で
ま
ず
、
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ

i
』
に
よ
っ
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
そ
ナ
ド
の
基
本
性
質
を
う
か
が
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

(
却
)

モ
ナ
ド
は
単
一
な
部
分
の
な
い
実
体
で
あ
り
、
部
分
が
な
い
た
め
に
延
長
も
形
も
な
く
、
分
割
不
可
能
な
も
の
で
ム
以
下
し
た
が
っ
て
分
解
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
白

〈

訟

)

(

お

)

然
的
に
消
滅
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
自
然
的
に
発
生
し
な
い
。
そ
れ
は
神
の
創
造
と
絶
滅
と
を
契
機
と
す
る
以
外
、
永
遠
に
あ
り
つ
づ
け
出
。
生
体
の
生
死
は
た
ん
に
個

(

お

)

(

泌

)

体
に
お
け
る
そ
ナ
ド
の
増
減
に
す
ぎ
ず
、
全
体
と
し
て
の
そ
ナ
ド
は
存
続
し
つ

e

つ
け
る
。
創
造
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
そ
ナ
ド
は
変
化
を
つ
づ
け
る
が
、
そ
の
変
化

(

幻

)

イ

デ

7

ル

は
固
有
の
内
的
原
理
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
外
的
被
造
者
に
影
響
さ
れ
な
い
。
あ
る
モ
ナ
ド
が
他
の
そ
ナ
ド
に
お
よ
ぼ
す
作
用
は
た
ん
に
観
念
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、

(
お
)

神
の
仲
介
が
な
け
れ
ば
効
果
を
あ
ら
わ
さ
ず
、
そ
し
て
そ
ナ
ド
相
互
の
依
存
は
神
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
調
和
さ
れ
て
い
る
。
モ
ナ
ド
は
す
べ
て
お
の
お
の
間

〈
却
)

有
の
性
格
を
も
つ
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
モ
ナ
ド
は
た
が
い
に
区
別
で
き
な
い

i
i
つ
ま
り
向
一
の
そ
ナ
ド
は
こ
つ
と
な
い
。
モ
ナ
ド
は
一
種
の
完
壁
性
を
も
っ
て
自
足

(

却

)

〈

む

)

(

詑

)

し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
ナ
ド
で
あ
る
「
ご
に
は
無
限
の
多
が
含
ま
れ
る
。
ゆ
え
に
単
一
実
体
(
モ
ナ
ド
)
は
宇
宙
を
映
し
出
す
永
遠
の
鏡
で
あ
っ
た
。

以
上
、
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ

i
』
か
ら
そ
ナ
ド
の
い
く
つ
か
の
性
格
を
抜
粋
し
て
み
た
が
、
こ
れ
ら
の
性
格
は
す
で
に
『
形
而
上
学
叙
説
』
で
検
討
し
た
実
体
(
個
体
的
実
体
)

の
概
念
と
ほ
ぼ
重
な
り
あ
う
こ
と
が
判
明
す
る
。

で
は
実
体
と
そ
ナ
ド
と
は
完
全
に
一
致
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ

i
』
日
節
を
み
て
若
干
の
検
討

を
加
え
て
み
よ
う
。
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。

単
一
な
実
体
、

つ
ま
り
創
造
さ
れ
た
モ
ナ
ド
に
は
、
ど
れ
に
も
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
と
い
う
名
を
あ
た
え
る
こ
と
に
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

モ

-
v
D
£
ミ
こ
ま

そ

斗

ノ

グ

-
T
カ

t
t

一
種
の
完
成
し
た
性
質
が
あ
る
、

一
種
の
自
足
性
が
あ
る
。
そ
の
お
か
げ
で
モ
ナ
ド
は
自
分
で
自
分
の
内
部
作
用
の
源
に
な
っ
て
い
る
。

『
形
而
上
学
叙
説
』
の
場
合
は
、

エ
ン
テ
レ
キ

i
は
ス
コ
ラ
の
殻
を
負
っ
た
実
体
形
相
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
右
の
文
脈
に
お
い
て
は
エ
ン
テ
レ
キ

i

は
、
む
し
ろ
モ
ナ
ド
自
体
に
と
り
こ
ま
れ
、

「
活
力
」
的
性
質
は
そ
ナ
ド
の
変
化
運
動
の
自
足
の
源
泉
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
活
力
は
ま
た
そ
ナ
ド
が
神
に
依
存
す
る
際

の
力
の
源
泉
と
な
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
以
上
を
要
す
る
に
力
学
に
お
い
て
実
体
形
相
等
が
も
っ
て
い
た
形
市
上
性
は
そ
ナ
ド
に
そ
の
ま
ま
も
ち
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ



る。
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
!
』
凶
節
で
は
、
す
べ
て
の
単
一
実
体
は
た
だ
そ
ナ
ド
と
か
エ
ン
テ
レ
キ
!
と
呼
ん
で
お
け
ば
よ
く
、
知
覚
・
記
憶
等
を
判
然
と
と
も
な
う
そ
ナ
ド
の

み
を
魂
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
べ
し
と
い
う
。
そ
こ
で
こ
れ
に
よ
っ
て
『
形
而
上
学
叙
説
』
に
お
け
る
実
体
が
そ
の
ま
ま
モ
ナ
ド
に
移
向
し
た
の
で
は
な
く
、

モ
ナ
ド
は
形
市

上
的
な
実
体
形
棺
を
そ
の
う
ち
に
包
摂
す
る
単
一
実
体
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
ナ
ド
全
体
は
互
い
に
相
違
し
つ
つ
、

お
の
お
の
の
有
機
的
性
格
に
も
と
づ
く

秩
序
的
様
態
を
そ
の
存
在
構
造
と
し
て
登
場
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
モ
ナ
ド
の
秩
序
構
造
に
お
い
て
神
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
!
』
に
よ
る
と
神
は
唯
一
の
普
遍
的
必
然
的
実
体
で
あ
り
、
被
造
者
の
有
限

(

岱

)

(

川

崎

)

性
の
限
界
を
超
え
る
絶
対
的
に
無
限
な
る
も
の
で
あ
り
、
神
は
原
初
的
な
一
で
あ
り
、
本
源
的
な
単
一
実
体
、
至
高
の
実
体
、
至
高
の
そ
ナ
ド
で
あ
る
、
と
い
う
。
か
く

し
て
神
も
そ
ナ
ド
の
秩
序
構
造
の
中
に
組
み
こ
ま
れ
、
宇
宙
は
神
の
支
え
を
う
け
つ
つ
、
完
全
な
る
秩
序
に
し
た
が
っ
て
存
在
し
て
い
る
そ
ナ
ド
の
充
満
に
よ
っ
て
、
成

る
も
の
と
な
る
。

(
お
)

で
あ
る
。

つ
い
で
な
が
ら
至
高
の
神
の
そ
ナ
ド
と
は
逆
に
、
最
低
の
表
象
し
か
も
た
ぬ
モ
ナ
ド
は
、

た
ん
な
る
モ
ナ
ド

(
あ
る
い
は
裸
の
そ
ナ
ド
)
と
呼
ば
れ
る
の

以
上
よ
り
、
『
形
而
上
学
叙
説
』
で
の
一
ニ
区
分

l
!神
・
実
体
・
実
体
形
相
1
1
8
は
、
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ

l
』
で
は
す
べ
て
そ
ナ
ド
の
秩
序
中
に
包
摂
・
再
配
置
せ
し
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
宇
宙
は
そ
ナ
ド
の
構
造
的
秩
序
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
秩
序
を
(
き
わ
め
て
単
純
化
し
て
)

か
り
に
図
示
す

る
な
ら
ば
、

原
初
的
・
至
高
の
そ
ナ
ド

被
造
の

(
派
生
的
)

モ
ナ
ド

叡天
知佑
留氏、精

主人〆神

訪問
魂

ン
生 一

一一一ア
レ

物キ

た
ん

非な
生口一る
物モ

ナ

動
z ー魂

物

こ
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
に
示
し
た
秩
序
も
、

さ
し
あ
た
っ
て
の
表
面
的
な
様
態
を
示
す
に
す
、
ぎ
ず
、
実
際
の
と
こ
ろ
神
以
外
の
被
造
の
モ
ナ
ド
の
様

態
は
、

ほ
と
ん
ど
無
限
に
程
度
・
層
序
を
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
方
が
、

よ
り
実
情
に
近
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

哲
学
・
思
想
論
集

第
八
号



明
中
国
自
然
神
学
論
』
研
究

四

数
学
的
点
か
ら
形
同
上
的
点
へ

『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
!
』
に
よ
る
と
、

ハ
幻
)

モ
ナ
ド
に
は
部
分
が
な
い
の
で
、
延
長
も
形
も
な
く
分
割
も
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
一
種
、
点
の
ご
と

き
も
の
と
の
推
測
を
人
に
あ
た
え
る
。
そ
し
て
一
般
に
点
と
は
、
延
長
(
線
)
の
極
限
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
そ
ナ
ド
は
「
部
分
を
も
た
ぬ
」
と
い
う
。
こ
れ
を

端
的
に
い
え
ば
、
延
長
の
極
限
的
分
割
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
そ
れ
は
延
長
の
極
限
で
は
な
く
、
す
で
に
現
実
的
に
一
性
を
そ
な
え
た
不
可
分
者
と
し

(
お
)

て
あ
る
も
の
、
と
考
え
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
も
若
き
侍
期
(
モ
ナ
ド
が
成
熟
す
る
以
前
)
に
あ
っ
て
は
、
魂
を
点
の
中
に
位
置
づ
け
て
考
え

〈却〉

て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
彼
は
物
体
は
物
理
的
点
を
核
と
す
る
が
、
魂
は
数
学
的
点
に
お
い
て
成
り
立
つ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
物
理
的
点
は
実
在
的
で
あ
る
が

(
叫
〉

一
方
、
数
学
的
点
は
厳
密
で
は
あ
る
が
実
在
的
で
は
な
い
。
厳
密
か
つ
実
在
的
な
点
を
考
え
る
の
に
は
加
の
原
理
に
よ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
に
形
市

厳
密
性
に
欠
け
、

上
学
的
原
理
(
形
相
と
か
精
神
あ
る
い
は
何
ら
か
の
生
命
的
な
も
の
、

一
種
の
表
象
を
も
つ
も
の
)
に
も
と
づ
く
形
而
上
的
点
が
導
入
さ
れ
る
理
由
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
形
而

上
的
点
こ
そ
が
そ
ナ
ド

と
さ
札
一
問
。
す
な
わ
ち
、
数
学
的
点
の
秩
序
は
、
形
一
市
上
的
点
H
モ
ナ
ド
の
表
出
す
る
宇
官
の
秩
序
に
、
対
応
す
る
の
で
あ
る
。

(
単
一
(
個
体
)
的
実
体
)

の
直
系
の
前
身
な
の
で
あ
る
。
形
而
上
的
点
に
対
応
し
て
数
学
的
点
は
、
形
而
上
的
点
が
宇
宙
を
表
出
す
る
規
点
で
あ
る

物
理
的
点
・
数
学
的
点
か
ら
形
而
上
的
点
へ
の
展
開
は
別
稿
『
序
説
』
で
考
察
し
た
こ
と
か
ら
し
て
、
明
ら
か
に
、
微
分
に
お
け
る
極
限
概
念
や
、
位
置
解
析
に
お
け

る
点
な
ど
の
純
数
理
的
思
惟
か
ら
出
発
し
て
、
現
実
的
な
精
神
的
存
在
を
包
括
し
う
る
概
念
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
的
営
為
の
軌
跡
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
最
終
的
に
到
達
し
た
モ
ナ
ド
は
、
物
体
的
・
数
理
的
な
意
味
を
超
え
て
い
た
。
そ
れ
は
形
一
間
上
的
点
と
い
う
表
現
を
許
容
し
は
す
る
も
の
の
、

し

か
し
い
わ
ゆ
る
点
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
っ
た
。

日

時

間

と

ヮt
二じ

間

さ
て
そ
ナ
ド
と
数
学
的
点
と
は
明
確
に
弁
別
さ
れ
る
も
の
の
、

し
か
し
数
学
的
点
の
秩
序
は
そ
ナ
ド
の
秩
序
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
き

つ
つ
、
こ
こ
で
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
時
空
間
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
以
前
の
空
間
論
の
特
邑
は
、
そ
れ
ら
が
い
か
な
る
空
間
構
造
を
も
つ
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
根
源
的
な
実
体
な
い
し
そ
れ
に
近
い
特
性
を
も
つ
も
の
と

〈招〉

す
る
点
に
お
い
て
共
通
性
を
も
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
空
間
は
実
体
ど
こ
ろ
か
物
で
す
ら
な
い
。
そ
れ
は
物
体
の
位
置
の
相
関
関
係
に
す
ぎ
な
い
。
つ



(
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ま
り
位
置
の
秩
序
で
あ
る
口
そ
れ
は
可
能
的
に
共
存
す
る
事
物
の
秩
序
な
い
し
関
係
と
し
て
と
ら
え
か
え
さ
れ
る
。
空
間
と
は
、
位
置
の
総
体
・
集
合
で
あ
っ
て
、
そ
こ

に
物
体
を
容
れ
る
空
虚
な
る
容
器
で
は
な
い
。
逆
に
い
う
な
ら
ば
事
物
の
存
在
に
よ
っ
て
こ
そ
空
間
は
成
立
し
、
事
物
が
存
在
し
な
け
れ
ば
空
間
そ
の
も
の
の
存
在
も
な

い
。
そ
し
て
時
間
も
向
様
の
意
味
に
お
い
て
事
物
の
継
起
的
秩
序
と
さ
れ
る

D

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
時
空
間
は
、
事
物
の
存
在
(
と
そ
の
秩
序
と
)
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
、
位
置
に
焦
点
を
お
く
時
空
把
握
は
、
こ
れ
ま
た
位
置
解
析
や
微
分
の
無
限
小
と
相
関
的
に
着
想
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
す

で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

た
と
え
ば
位
置
解
析
の

H

位
置
H

は
、
数
学
的
・
幾
何
学
的
点
で
あ
っ
て
、
現
象
的
な
時
空
間
と
等
価
で
な
い
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
は

あ
る
。
現
象
的
時
空
は
す
で
に
み
た
と
お
り
あ
く
ま
で
も
「
物
で
す
ら
な
い
」
虚
構
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
一
転
し
て
現
実
的
時
空
と
し
て
考
え
ら
れ
る
た
め
に

は
、
じ
つ
は
、
現
象
的
時
空
は
そ
ナ
ド
の
秩
序
に
対
応
的
に
結
合
し
て
現
実
化
す
る
以
外
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る

D

換
言
す
る
な
ら
ば
、
現
象
的
時
空
に
は
存
在
論
的
根

源
者
と
し
て
そ
ナ
ド
の
体
系
が
要
請
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
物
で
す
ら
な
い
時
空
は
、
精
神
に
よ
っ
て
具

(
持
)

体
的
時
空
間
の
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

以
上
き
わ
め
て
粗
雑
、

か
つ
表
面
的
な
が
ら
、

か
い
つ
ま
ん
で
ラ
イ
プ
一
一
ッ
ツ
哲
学
の
要
点
を
述
べ
た
。
そ
れ
は
以
下
の
彼
の
中
国
思
想
解
釈
を
理
解
す
る
前
提
・
予

備
的
知
識
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
つ
守
つ
い
て
そ
の
中
国
思
想
解
釈
に
話
を
す
す
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
の
中
国
思
想
解
釈

ト)

精
神
的
実
体
に
つ
い
て

す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
用
い
た
中
思
思
想
に
つ
い
て
の
資
料
は
、
す
べ
て
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
な
い
し
サ
ン
・
マ
リ
ー
ら
の
翻
訳
を
通
じ
て
の
も
の

だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
思
弁
は
そ
の
点
に
お
い
て
に
彼
ら
の
翻
訳
に
限
制
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
果
と
し

て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
提
出
し
た
意
見
は
、
両
者
に
対
し
て
否
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
か
の
一
因
は
、

つ
ね
に
普
遍
を
指
向
し

つ
つ
な
さ
れ
る
彼
の
思
惟
の
あ
り
方
に
あ
っ
た
。
そ
の
普
一
、
過
へ
の
指
向
の
ひ
と
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
世
界
を
統
一
的
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
も
と
に
置
こ
う
と
す
る
普

遍
教
会
設
立
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
と
現
実
の
中
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
の
関
連
が
、

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
や
サ
ン
・
マ
リ
!
ら
へ
の
対
立
意
見

哲
学
処
思
想
論
集

第
八
号

五
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(幻〉

と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
い
お
う
。
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
中
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
は
二
つ
の
大
き
な
潮
流
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
中
国
固
有
の

『
中
国
自
然
神
学
論
』
研
究

信
仰
に
対
す
る
基
本
的
見
解
の
相
違
に
帰
結
す
る
。
そ
の
第
一
は
中
国
固
有
の
信
仰
や
儀
礼
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
あ
い
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
中
国
の
天
な
い
し
上
帝
へ
の
信
仰
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
信
仰
と
宥
和
し
う
る
と
考
え
る
の
が
こ
の
立
場
で
、

マ
ル
テ
ィ
ニ
ウ
ス
や
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
な
ど
が
そ
の
支

持
者
で
あ
っ
た
。

一
方
、
第
二
の
見
解
は
、
中
国
人
の
天
や
上
帝
は
本
来
神
格
的
な
も
の
で
は
な
く
、

た
ん
に
蒼
天
を
意
味
し
て
い
る
の
み
で
、
中
国
人
は
本
質
的
に
は

無
神
論
者
な
い
し
唯
物
論
者
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
や
サ
ン
・
マ
リ

i
ら
は
こ
れ
を
支
持
し
て
い
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

〈
必
)

ま
だ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
彼
は
こ
の
対
立
に
中
立
的
立
場
を
通
そ
う
と
す
れ
ば
で
き

た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
彼
が
後
者
を
否
定
し
、
前
者
と
同
意
見
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
彼
自
身
の
普
遍
性
を
め
ざ
す
思
想
に
合
致
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
意
見
は

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
や
サ
ン
・
マ
リ
ー
ら
の
翻
訳
に
依
拠
し
つ
つ
も
、
彼
固
有
の
立
場
か
ら
提
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の

独
自
な
(
あ
る
い
は
独
断
的
な
)
見
解
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
中
国
思
想
解
釈
は
、
普
遍
へ
の
指
向
を
根
底
に
お
き
つ
つ
、
中
国

固
有
の
信
仰
形
態
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
宥
和
の
道
を
見
出
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
彼
が
追
究
し
た
の
は
、
中
国
人
の
信
仰
を
め
ぐ
っ
て
の
神

学
的
・
哲
学
的
な
い
し
形
而
上
学
的
側
面
か
ら
の
解
釈
で
あ
っ
た
。

さ
て
中
国
人
の
信
仰
に
関
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
関
心
は
、

ま
ず
彼
ら
の
神
観
念
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
明
断
化
す
る
た
め
の

第
一
段
階
と
し
て
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
設
問
を
み
ず
か
ら
に
課
す
。

中
国
人
は
精
神
的
実
体
を
承
認
す
る
か
否
か
。
(
2
節
)

こ
の
「
精
神
的
実
体
〔

ω与一
ω
g
E訂
4
E
Z
ω
〕
」
と
い
う
概
念
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

一
般
に
精
神
的
実
体
と
は
天
使
と
か
聖
霊
と
か
、

の
神
の
被
造
者
と
し
て
も
っ

と
も
重
要
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
精
神
的
実
体
は
、
あ
る
思
想
が
有
神
論
か
無
神
論
か
を
問
う
持
、

そ
の
う
ち
に
紳
の
存
否
を
決
定
的
に
示
し
え
ぬ
場

合
に
、
そ
の
判
断
を
神
自
体
で
は
な
く
し
て
存
在
者
(
被
造
者
)
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
お
こ
な
う
尺
度
と
し
て
も
も
ち
い
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
。

(
印
〉

デ
ィ
ら
は
こ
の
こ
と
を
利
用
し
て
、
中
国
人
の
思
想
中
に
は
こ
の
精
神
的
実
体
は
存
在
し
な
い
と
主
張
し
、
彼
ら
中
国
人
を
無
神
論
者
な
い
し
唯
物
論
者
で
あ
る
と
き
め

ロ
ン
ゴ
パ
ル

つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
自
身
は
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
。

彼
は
、
中
国
人
は
精
神
的
実
体
を
H
(
質
料
の
な
い
)
孤
立
的
な
実
体
μ

と
か
、

H

ま
っ
た
く
質
料
か
ら
離
れ
て
存
在
す
る
も
の
(
純
粋
な
形
相
、
す
な
わ
ち
神
)
H

の
よ
う
に



は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
し
つ
つ
、

熟
考
し
た
う
え
で
い
え
ば
、
私
は
、
彼
ら
は
(
精
神
的
実
体
を
)
認
め
て
い
た
の
だ
と
信
じ
ま
す
。

(
2
節
)

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
は
、

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
ら
を
否
定
し
て
中
国
思
想
に
は
神
が
あ
る
こ
と
を
承
認
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
二
つ
の
問
題
が
彼
を
待
っ
て
い
た
。
第
一
は
、
そ
れ
で
は
精
神
的
実
体
と
は
具
体

的
に
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
第
二
は
、
中
国
人
は
本
当
に
こ
の
精
神
的
実
体
を
認
め
て
い
た
か
否
か
を
証
明
す
る
こ
と
。
以
上
の
二
点
で
あ
っ
た
。

第
一
の
問
題
に
つ
い
て
。
彼
の
哲
学
的
立
場
に
即
す
る
な
ら
ば
、
精
神
的
実
体
は
高
度
の
そ
ナ
ド
的
特
性
を
そ
な
え
た
被
造
の
実
体
(
神
の
ご
と
く
に
質
料
を
超
越
す
る
こ

と
は
な
い
が
、
質
料
的
に
非
常
に
徴
妙
で
か
す
か
な
も
の
)
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
『
中
国
自
然
神
学
論
』
を
執
筆
し
た
と
き
に
は
、

彼
に
と
っ
て
そ
ナ
ド
は
す

で
に
自
家
薬
寵
中
の
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
れ
ノ
、
そ
し
て
ま
た
彼
は
中
国
に
お
け
る
と
神
と
被
造
者
と
の
関
係
を
お
そ
ら
く
そ
ナ
ド
的
な
秩
序
に
お
い
て
構
造
的
に
と
ら

え
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
神
の
支
配
す
る
宇
宙
を
そ
ナ
ド
的
秩
序
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
神
に
き
わ
め
て
接
近
し
た
実
体
(
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ

i
』
に
お
け
る
「
精
神
」
な
い
し
「
叡
知
的
魂
」
に
あ
た
る
)
の
存
在
は
必
然
的
に
要
請
さ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
被
造
的
な
精
神
的
実
体
は
、

た
ん

に
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
ら
へ
の
批
判
の
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
自
身
の
哲
学
的
立
場
か
ら
し
で
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ

て
そ
こ
で
精
神
的
実
体
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
も
の
か
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
と
精
神
的
実
体
の
候
補
と
し
て
被
造
的
霊
魂
お
よ
び
理
性
的
魂
の
二
者
が
あ
げ
ら
れ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
、
彼
は
、
そ
れ
は
質
料
の
面
に
つ
い
て
い
え
ば
精
神
的
実
体
と
し
て
何
の
問
題
も
な
い
も
の
で

あ
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
「
私
自
身
、
天
使
が
肉
体
を
も
っ
と
い
う
こ
と
を
信
ず
る
気
持
に
な
っ
て
い
る
か
ら
」

(
2
節
)
だ
、

と
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
考

え
る
被
造
的
霊
魂
と
は
、
天
伎
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
(
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
「
叡
知
的
魂
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
)
。
そ
し
て
さ
ら
に
天
使
の
諮
か
ら
、
中
盟

思
想
に
お
い
て
そ
れ
に
該
当
す
る
概
念
を
推
測
す
る
な
ら
ば
、

「
鬼
神
」

が
適
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

鬼
神
は
被
造
者
で
あ
り
質
料
(
肉
体
)
を
付
与
さ
れ
、

ま
た
錨

知
的
実
体
と
し
て
そ
ナ
ド
た
り
う
る
。
精
神
的
実
体
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
は
格
好
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
よ
り
一
層
の
確
乎
と
し
た
証
明
が
必

要
と
い
え
る
。
そ
こ
に
第
二
の
-
証
明
問
題
、
が
う
か
び
あ
が
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
前
に
理
性
的
魂
に
つ
い
て
も
見
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
理
性
的
魂
と

は
も
ち
ろ
ん
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
!
』
に
み
た
と
お
り
人
間
に
お
い
て
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
比
較
的
大
き
な
質
料
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
被
造
的
霊

塊
(
叡
知
的
魂
)
以
下
の
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
こ
れ
を
候
捕
に
あ
げ
て
は
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
精
神
的
実
体
た
り
う
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

哲
学
・
思
想
論
集

第
八
号

，七
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然
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!¥ 

そ
こ
で
第
二
の
問
題
、
中
爵
人
は
精
神
的
実
体
を
肯
定
し
て
い
た
か
否
か
を
-
証
明
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ま
ず
「
理
」
の
概
念
に
注
目
す

あ
る
)
を
援
用
す
る
。

る
。
そ

L
て
理
の
説
明
と
し
て
古
代
中
国
の
哲
学
者
た
ち
の
意
見
(
お
そ
ら
く
孔
子
と
そ
の
学
派
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
内
容
的
に
は
宋
儒
の
説
の
ご
と
く
で

〈
日
)

と
の
説
で
あ
る
。
こ
れ

そ
れ
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
い
え
ば
、
質
料
た
る
「
気
」
の
存
在
は
第
一
原
理
た
る
「
理
」
に
帰
す
る
、

に
つ
い
て
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
見
解
は
、

彼
ら
(
の
説
)
は
非
難
す
べ
き
も
の
な
の
で
は
な
く
、

た
ん
に
解
釈
を
お
こ
な
え
ば
よ
い
も
の
で
す
。

そ
し
て
彼
ら
の
弟
子
た
ち
に
、

神
と
は
「
知
性
あ
る
超
世
界

者
」
で
あ
り
、
質
料
を
超
越
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
得
す
る
の
は
、

さ
ら
に
容
易
な
こ
と
で
す
。

(
2
節
)

と
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
理
を
「
神
」
と
み
て
、

「
超
世
界
者
」
と
考
え
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
理
の
立
場
か
ら
中
国
思
想
に
お
け
る
精
神
的
実
体
の
存
否
を
確
認

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
つ
い
で
な
が
ら
、

ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
ら
の
無
神
論
説
を
否
定
す
る
た
め
に
は
こ
う
し
た
理
の
解
釈
を
提
示
す
る
の
み
で
十
分
だ
っ
た
は

ず
で
あ
る
が
、

わ
ざ
わ
ざ
精
神
的
実
体
を
も
ち
出
し
た
の
に
は
明
ら
か
に
全
体
の
有
機
的
構
造
的
(
モ
ナ
ド
の
秩
序
的
)
把
握
の
意
図
が
彼
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
理
に
よ
る
精
神
的
実
体
の
確
認
に
話
題
を
も
ど
そ
う
。
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
こ
う
い
う
。

そ
う
い
う
わ
け
で
中
国
人
が
精
神
的
実
体
を
認
め
る
か
否
か
を
決
め
る
た
め
に
は
、

結
局
彼
ら
の
「
理
」
、
す
な
わ
ち
理
法
の
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
す
。

そ
れ
は

第
一
動
者
で
あ
る
し
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
基
盤
で
あ
り
、
そ
し
て
私
は
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
神
性
に
対
応
し
て
い
る
も
の
と
信
じ
て
お
り
ま
す
。

(
2
節
)

理
は
、
彼
に
よ
る
な
ら
ば
、
質
料
と
い
う
側
面
か
ら
す
る
と
そ
れ
を
欠
い
て
い
る
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
純
粋
形
相
に
近
い
(
「
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
形
相
す
な
わ
ち
理
」
(
お

a
節
)
)

も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
彼
の
神
観
念
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ゆ
る
が
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
こ
う
し
た
形
相
と
し
て
の
理
の
理
解
は
、
宋
学
に
お
け
る

(
泣
〉

(
朱
子
の
)
理
の
解
釈
と
し
て
先
駆
的
な
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。
な
お
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
彼
が
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
や
サ
ン
・
マ
リ
i
の
著
述
か
ら
描
き
出
し
て
き
た

も
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
原
典
た
る
中
国
資
料
と
し
て
推
量
し
う
る
も
の
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

理
な
る
も
の
は
形
而
上
の
道
な
り
。
物
を
生
ず
る
の
本
な
り
。
気
な
る
も
の
は
形
市
下
の
器
な
り
。
物
を
生
ず
る
の
具
な
り
。

(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
総
論
)

理
あ
れ
ば
す
な
わ
ち
気
の
流
行
し
て
万
物
を
発
育
せ
し
む
る
こ
と
あ
り
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
総
論
)

そ
の
他
に
も
ζ

れ
に
類
す
る
記
述
は
多
々
あ
る
。



さ
て
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
理
の
概
念
の
も
と
に
、

ま
ず
被
造
者
た
る
鬼
神
に
つ
い
て
考
察
を
す
す
め
る
。

彼
に
よ
れ
ば

鬼
神
と
は
何
ら
か
の
要
素
の
霊
で
あ
っ
た

り
、
山
や
河
の
霊
だ
っ
た
り
す
る
が
、
中
国
人
が
そ
れ
を
肯
定
し
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

〈
出
)

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
。

そ
れ
ら
を
通
じ
て
神
の
カ
を
認
め
て
い

つ
ま
り
鬼
神
は
、
神
の
力
を
地
上
に
示
現
す
る
も
の
と
し
て
、
精
神
的
実
体
と
し
て
の
条
件
の
一
部
を
満
た
す
、
と
す
る
の
で
あ

〈
日
)

る
。
彼
は
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
あ
る
種
の
天
使
を
(
神
の
使
と
し
て
)
地
上
の
支
配
者
と
考
え
る
の
に
似
て
い
る
、
と
い
う
。
彼
は
さ
ら
に
つ
な
つ
け
て
つ
ぎ
の
よ
う

な
東
西
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
、
鬼
神
が
精
神
的
実
体
た
り
う
る
註
聞
の
を
追
加
し
て
ゆ
札
。
中
国
人
の
祖
先
神
や
歴
史
上
の
偉
大
な
英
雄
た
ち
が
鬼
神
の
う
ち
に
列
せ
ら

ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
初
期
教
父
た
ち
ゃ
古
代
の
哲
学
者
た
ち
は
天
使
や
精
霊
を
き
わ
め
て
か
す
か
で
稀
薄
な

〈
部
)

質
料
を
も
っ
精
神
的
実
体
と
し
て
い
た
が
鬼
神
も
ま
た
活
力
や
知
性
を
あ
た
え
ら
れ
、
き
わ
め
て
か
す
か
で
稀
薄
な
質
料
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
等
々
。
し
た
が
っ

れ
て
い
る
こ
と
と
キ
リ
ス
ト
教
の
天
使
の
性
格
と
の
類
似
、

て
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
ば
中
国
人
も
神
お
よ
び
被
造
の
精
神
的
実
体
を
否
定
し
て
い
る
と
は
い
え
ぬ
こ
と
に
な
る
。

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
ら
が
中
国
人
は
無
神
論
者

ハ
貯
)

じ
つ
は
鬼
神
に
は
質
料
(
肉
体
)
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
過
大
に
-
評
価
し
す
ぎ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

だ
と
す
る
精
神
的
実
体
の
非
存
在
は
、

の
ご
と
く
質
料
の
稀
薄
性
に
自
を
つ
け
る
な
ら
ば
、

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
ら
の
主
張
は
早
計
な
こ
と
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
こ
う
し
て
中
国
人
は
神
と
精

神
的
実
体
と
を
認
め
て
い
た
と
し
て
、

い
よ
い
よ
中
国
思
想
を
有
機
的
な
構
造
の
も
と
に
把
握
す
る
道
を
進
み
は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
作
業
は
中
国
思
想
の
種
々

の
概
念
を
(
す
で
に
登
場
し
た
理
や
鬼
神
を
も
含
め
て
)
よ
り
根
本
か
ら
精
細
に
検
討
し
た
の
ち
に
、
再
構
築
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
・
こ
で
以
下
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
各
概

念
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
の
検
討
に
う
つ
る
こ
と
に
な
る
。

(斗

理

ま
ず
理
と
は
何
か
。
彼
の
作
業
は
そ
れ
を
中
国
側
の
資
料
に
却
し
つ
つ
概
念
規
定
を
お
こ
な
う
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
も
ち
ろ
ん
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
引
用
は
ロ
ン
ゴ
バ

ル
デ
ィ
や
サ
ン
・
マ
リ
ー
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、

筆
者
は
、

こ
こ
で
は
で
き
う
る
限
り
そ
れ
ら
の
原
典
に
ま
で
遡
及
し
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
『
中
国
自
然
神
学

論
』
の
第

4
節
で
は
、

ま
ず
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
か
ら
の
引
用
を
中
心
に
作
業
は
す
す
め
ら
れ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、

「
中
国
人
の
第
一
原
理
は

H

理
H

と
よ
ば
れ
て
い

る
も
の
で
あ
り
ま
す
」
と
し
て
、
以
下
の
五
ケ
条
を
指
擁
す
る
。

(1) 

そ
れ
は
理
性
で
あ
り
、

な
い
し
全
自
然
の
基
礎
で
あ
る
o

r

(

ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
一
一
一
一
一
頁
)

哲
学
・
思
想
論
集
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0 

。
天
理
は
自
然
の
理
な
り
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
三
十
四
、
性
理
六
、
理
)

(2) 

も
っ
と
も
普
通
的
な
理
法
で
あ
り
、
実
体
で
あ
る
。
(
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
五

O
頁
)

。
朱
子
臼
く
、
万
物
お
の
お
の
一
理
を
そ
な
え
、
万
理
同
じ
く
一
原
に
出
ず
と
は
、
万
物
み
な
こ
の
理
有
り
て
、
理
は
み
な
向
じ
く
一
原
に
出
ず
る
な
り
。

(
『
性
理
大
全
』
巻
三
十
四
、
性
理
六
、
理
)

(3) 

理
よ
り
も
偉
大
で
普
遍
的
な
も
の
は
何
も
な
い
。
(
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
五
一
ニ
一
良
)

O
天
下
の
事
を
挙
ぐ
る
に
、
理
有
る
よ
り
大
な
る
は
な
し
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
三
十
四
、
性
理
六
、
理
)

(4) 

こ
の
韓
大
で
そ
し
て
普
遍
的
な
原
理
は
、
純
粋
で
あ
り
不
動
で
あ
り
精
妙
で
あ
り
、
質
料
も
形
状
も
な
く
、
体
得
を
通
じ
て
の
み
理
解
さ
れ
る
。

(
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
コ
三
頁
)

か

く

の

ご

と

き

た

だ

な

る

O

若
理
は
則
ち
只
是
笛
浄
潔
空
間
底
世
界
に
し
て
形
迩
な
し
。
他
は
却
り
て
造
作
す
べ
か
ら
ず
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
総
論
)

O
こ
れ
を
要
す
る
に
理
の
一
字
は
有
無
を
も
っ
て
論
ず
べ
か
ら
ず
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
総
論
)

(5) 

理
か
ら
は
五
つ
の
徳
が
生
ず
る
。
仁
〔

E
E
2
0〕
義
〔

E
E
ω
片
付
。
〕
礼
〔

EHNo--mzp〕
智
〔

E
P
E
g
s〕
信
〔
目
白
句
。
己
で
あ
る
。

(
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
四
九
頁
)

O
朱
子
日
く
、
気
の
精
英
な
る
も
の
は
神
た
り
。
金
木
火
水
土
は
神
に
あ
ら
ず
。
金
木
火
水
土
た
る
ゆ
え
ん
の
も
の
は
こ
れ
神
な
り
。
人
に
在
れ
ば
す
な
わ
ち
理
と
な
る
。
仁
義
礼
智

信
を
な
す
ゆ
え
ん
の
も
の
は
こ
れ
な
り
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
七
、
理
気
二
、
五
行
)

以
上
が
第

4
節
に
お
い
て
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
を
引
用
し
つ
つ
お
こ
な
っ
た
理
の
概
念
規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
に
よ
っ
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
理
は
自
然
と
人
倫
と
を

つ
ら
ぬ
く
普
遍
的
形
而
上
者
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
ら
の
存
在
者
へ
の
事
在
論
的
根
源
(
あ
る
い
は
「
生
ず
る
」
と
い
う
点
に
注

B
す
れ
ば
生
成
論
的
根
源
)
と
考
え
ら
れ
る
も
の

と
す
る
の
で
あ
る

D

ま
た
論
理
的
に
把
握
す
る
と
い
う
よ
り
も
体
得
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
つ
づ
く
第

4
a
節
で
は
、

サ
ン
・
マ
リ
!

の
論
文
を
通
じ
て
理
の
概
念
規
定
を
お
こ
な
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
理
の
概
念
内
容
を
よ
り
一
層
鮮
明
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
サ
ン
・
マ
リ
ー
は
そ
れ
ら
の
概

念
規
定
の
中
国
語
涼
文
に
つ
い
て
は
『
性
理
大
全
』
第
二
十
六
巻
第
八
葉
を
見
よ
と
述
べ
て
い
る
の
で

(
サ
ン
マ
リ
!
、
七
三
頁
)
、
当
該
個
所
を
あ
わ
せ
て
記
し
て
お
こ

う

(
4
a
節)。



)
 

1
i
 

(
 

〈
回
)

理
は
全
て
の
も
の
を
導
く
法
財
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
導
く
智
恵
で
あ
る
。
(
サ
ン
・
マ
リ

i
、
六
二
一
員
)

(2) 

理
は
そ
れ
に
よ
っ
て
天
地
が
形
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
法
別
で
あ
り
、
普
遍
的
な
秩
序
で
あ
る
。
(
サ
ン
・
マ
リ
!
、
六
五
頁
)

(3) 

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
生
み
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
起
源
で
あ
り
源
泉
な
の
で
あ
る
。
(
サ
ン
・
マ
リ
i
、
七
二
頁
)

(4) 

理
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
支
配
す
る
力
を
も
ち
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
う
ち
に
存
在
し
、
天
と
地
と
の
絶
対
的
支
配
者
と
し
て
全
て
の
も
の
を
統
治
し
、
生
み
出
す
も

の
で
あ
る
。
(
サ
ン
・
マ
リ
!
、
七
三
頁
)

す
な
わ

O
い
ま
だ
天
地
万
物
有
ら
ざ
る
に
、
先
ず
こ
の
理
有
h

ソ
。
然
れ
ど
も
こ
の
理
、
空
に
懸
れ
る
那
裏
に
在
ら
ず
。
機
め
て
天
地
万
物
の
理
有
り
て
便
ち
天
地
万
物
の
気
有
り
。
織
め
て
天

地
万
物
の
気
有
れ
ば
、
す
な
わ
ち
こ
の
理
便
ち
全
て
天
地
万
物
の
中
に
有
り
。
周
子
の
い
わ
ゆ
る
太
極
(
「
太
極
は
理
な
り
」
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
太
極
)
)
動
き

て
陽
生
じ
、
静
に
し
て
陰
生
ず
、
と
。
こ
れ
這
の
動
の
理
有
れ
ば
便
ち
能
く
動
き
て
陽
を
生
ず
。
鑓
め
て
動
き
て
陽
を
生
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
こ
の
理
便
ち
す
で
に
陽
動
の
中
に
具

わ
る
。
這
の
静
の
理
有
れ
ば
使
ち
能
く
静
に
し
て
陰
を
生
ず
。
繊
め
て
静
に
し
て
陰
を
生
ず
れ
ば
す
な
わ
ち
こ
の
理
便
ち
す
で
に
陰
静
の
中
に
具
わ
る
。
然
ら
ば
す
な
わ
ち
、
織
め

う

ち

て
理
有
れ
ば
便
ち
気
有
り
。
繊
め
て
気
有
れ
ば
、
理
、
全
く
這
の
気
の
裏
面
に
在
り
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
太
極
)

O
関
物
の
前
、
滞
沌
と
し
て
、
太
始
混
一
克
の
か
く
の
ご
と
く
な
る
は
、
太
極
(
リ
理
)
の
こ
れ
を
な
す
な
り
。
開
物
の
後
、
天
地
有
り
人
物
有
り
て
か
く
の
ご
と
く
な
る
は
、
太
艇
の

や

t

こ
れ
を
な
す
な
り
。
開
物
の
後
、
人
館
さ
り
物
た
き
、
天
地
ま
た
合
し
て
揮
沌
た
る
は
、
亦
り
太
極
の
こ
れ
を
な
す
な
り
。
太
極
、
常
常
か
く
の
ご
と
し
。

(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
太
極
)

な
ど
で
あ
る
。
サ
ン
・
マ
リ

i
を
通
じ
て
の
概
念
規
定
に
よ
る
な
ら
、
理
は
そ
の
理
法
的
性
格
お
よ
び
生
成
者
的
性
格
が
い
っ
そ
う
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

以
上
、

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
お
よ
び
サ
ン
・
マ
ジ

i
両
者
か
ら
の
引
用
文
を
通
じ
て
、
理
の
概
念
の
大
概
は
見
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
そ
れ
に
と
ど
ま

ら
ず
よ
り
細
部
に
わ
た
っ
て
理
の
性
格
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
。
彼
は
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
が
そ
の
論
文
の
七
四
頁
以
下
に
、

属
性
を
、
第

5
・
6
節
に
お
い
て
集
中
的
に
引
用
し
て
い
る
。
ま
ず
、
理
は
存
在
〔
肘
可
ろ
で
あ
り
、

さ
ま
ざ
ま
に
収
集
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
理
の

や

O
ニ
気
流
行
、
万
古
生
生
し
て
息
ま
ず
:
:
:
必
ず
主
宰
の
者
有
り
、
日
く
理
、
こ
れ
な
り
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
五
、
理
気
一
、
総
論
)

実
体
〔
∞
口

σ忠
告
の
め
〕
で
あ
れ
ソ
、

。
理
は
走
れ
本
な
り
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
総
論
)

O
理
は
一
な
る
本
な
り
。
(
同
右
)

哲
学
・
思
想
論
集
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実
在
〔
H
W
ロ
片
山
門
ろ
で
あ
る
と
す
る
。

。
万
物
の
一
体
な
る
と
い
う
ゆ
え
ん
は
、
み
な
こ
の
理
有
り
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
三
十
四
、
性
理
六
、
理
)

あ
る
い
は
そ
の
実
体
は
無
限
で
あ
り
、

O
理
は
無
際
な
り
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
総
論
)

永
遠
で
あ
り
、

ゃ

O
北
渓
陳
氏
自
く
、
二
気
の
流
行
、
万
古
生
生
し
て
息
ま
ず
・
:
・
:
必
ず
主
宰
の
者
有
り
、
日
く
、
理
、
こ
れ
な
り
。
理
そ
の
中
に
在
り
て
こ
れ
が
枢
紐
と
な
る
。
ゆ
え
に
大
化
流
行
、

生
生
い
ま
だ
か
つ
て
止
息
せ
ず
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
総
論
)

自
存
し
て
お
り
、

。
理
、
お
の
ず
か
ら
理
と
な
る
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
総
論
)

不
滅
で
あ
っ
て
始
め
も
お
わ
り
も
な
い
。

O
初
一
克
に
当
り
て
一
物
も
無
し
。
た
だ
こ
の
理
有
る
の
み
。
こ
の
理
有
り
て
、
使
ち
会
ま
動
き
て
践
を
生
じ
、
静
に
し
て
陰
を
生
ず
。
静
極
ま
れ
ば
ま
た
動
き
、
動
極
ま
れ
ば
ま
た

静
。
循
環
流
転
し
て
、
そ
の
突
、
理
、
窮
り
な
し
。
(
吋
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
一
、
大
極
)

そ
れ
は
ま
た
天
・
地
・
物
質
な
ど
の
基
盤
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
精
神
的
・
道
徳
的
基
礎
で
も
あ
る
。

。
万
物
お
の
お
の
一
理
を
具
え
、
万
理
問
じ
く
一
一
掠
に
出
ず
。
い
わ
ゆ
る
万
物
の
一
原
は
太
極
(
H
H

理
)
な
り
。
:
:
:
万
物
万
事
み
な
こ
こ
に
原
づ
く
ο

人
と
物
と
、
こ
れ
を
得
れ
ば

す
な
わ
ち
性
と
な
る
。
性
と
は
即
太
極
な
り
。
仁
義
は
即
陰
陽
な
り
。
仁
義
礼
智
信
は
郎
五
行
な
り
。
万
物
お
の
お
の
一
理
を
具
う
。
こ
れ
物
物
一
太
極
な
り
、
万
理
同
じ
く
一
原

に
出
ず
。
こ
れ
万
物
の
純
体
、
一
太
極
な
り
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
総
論
)

そ
れ
は
限
に
み
え
ず
、

。
理
、
迩
無
く
し
て
見
る
べ
か
ら
ず
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
総
論
)

高
度
の
存
在
性
に
お
い
て
完
全
で
あ
り
、

そ
れ
自
体
に
お
い
て
完
壁
で
あ
る
。

。
こ
の
理
、
至
中
・
至
正
・
至
精
・
至
粋
・
至
神
・
至
妙
、
至
れ
り
尽
く
せ
り
、
も
っ
て
加
う
べ
か
ら
ず
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
太
極
)

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
さ
ら
に
第

6
節
に
お
い
て
つ
け
加
え
て
い
る
。
理
の
こ
と
を
中
国
人
は

H

超
越
者
H

(

「
主
宰
」
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
策
一
、
総
論
、
そ
の
他
)
)
と



呼
び
、

H

肝
要
な
る
一
者
H

(

「
主
一
者
」
(
『
性
理
大
全
』
巻
三
十
七
、
性
理
九
、
誠
)
)

ハ
的
)

の
で
あ
っ
た
、
と
。

と
呼
ん
で
い
た
。

そ
れ
は
絶
対
的
に
単
一
で
、

ま
っ
た
く
可
分
性
の
余
地
の
な
い
も

O
誠
は
理
の
実
、
然
し
て
一
に
し
て
易
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
実
理
は
こ
な
ら
ず
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
一
ニ
十
七
、
性
理
九
、
誠
)

さ
ら
に
中
国
人
は
理
を
円
な
い
し
球
と
い
う
こ
と
、

理
を
「
自
然
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
月
・
球
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
『
太
極
図
』
に
お
い
て
太

援
が
円
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
た
も
の
、

と
考
え
て
い
る
。
ま
た
「
自
然
」
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
典
拠
を
指
摘
し
う
る
。

Jt}~ 
・・酔... ..~ .. 

万Y

中歪

ノ1

図太

防
車lj

す
べ

O
都
て
是
れ
理
、
中
に
在
れ
ば
、
こ
れ
を
主
宰
と
な
す
。
す
な
わ
ち
自
然
か
く
の
ご
と
し
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
太
極
)

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
こ
れ
ら
の
円
・
自
然
と
い
う
中
国
人
の
考
え
に
対
し
て
、

「
我
々
は
神
の
こ
と
を
、
中
心
が
す
べ
て
に
お
い
て
あ
り
、
周
囲
は
ど
こ
に
も
な
い
環
で

神
性
と
し
て
捉
え
う
る
の
み
な
ら
ず
、

あ
る
と
か
円
で
あ
る
と
か
い
う
」

(
8
節
)
こ
と
や
「
我
々
が
神
は
能
産
的
自
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
調
和
し
て
い
る
と
信
じ
ま
す
」

(
8
節
)
と
述
べ
、
理
が
一
般
的
な

さ
ら
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
近
似
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
そ
し
て
彼
は
以
上
の
概
念
規
定
の
す
べ
て
を
通
じ
て
、
結
論
的
に

つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

中
国
人
の
理
は
わ
れ
わ
れ
が
抑
の
名
の
も
と
に
あ
が
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
至
高
の
実
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。

(
9
節
)
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こ
の
文
の
ス
タ
イ
ル
は
疑
問
形
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
ほ
と
ん
ど
確
信
に
み
ち
た
答
で
あ
る
と
い
え
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
理
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
右
の
文
が
な
ぜ
疑
問
形
で
あ
る
の
か
と
い
う
と
、

ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
が
ほ
ぼ
同
じ
概
念
規
定
に
よ
っ
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
全
く
相
反
す
る
結
論
を
出
し
て
い

拘

}
H
}
λ
υ

、

T
J
J
M
-

そ
れ
へ
の
反
駁
を
こ
れ
か
ら
お
こ
な
お
う
と
す
る
意
図
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
に
対
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
批
判
を

う
か
が
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
わ
け
だ
が
、
ま
ず
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
の
主
張
か
ら
み
て
み
よ
う
。

(

門

別

)

私
は
、
あ
る
種
の
人
々
は
理
な
い
し
太
極
を
わ
れ
わ
れ
の
神
と
し
て
信
じ
ず
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
人
は
神
に
の
み
ふ
さ
わ
し
い
素
質

や
完
全
性
を
そ
れ
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
あ
な
た
は
こ
の
よ
う
な
口
あ
た
り
の
よ
い
、

し
か
し
毒
の
あ
る
教
義
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
お
題
自
に
広

惑
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
を
は
ら
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん

9

な
ぜ
な
ら
、
も
し
あ
な
た
が
そ
の
核
心
に
深
く
入
り
こ
み
、

ま
た
そ
の
根
源
を
深
く
究
め
て
ゆ
く
な
ら
ば
、

理
は
他
の
も
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
い
わ
ゆ
る
第
一
質
料
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
か
ら
。

」
れ
に
つ
い
て
の
証
明
は
、

ち
ょ
う
ど
わ
れ
わ
れ
の
(
西

洋
の
)
哲
学
者
た
ち
が
第
一
一
覧
料
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
、
(
中
国
の
)
人
々
は
一
方
で
は
偉
大
な
る
完
全
性
を
そ
れ
(
理
)
に
帰
し
、
他
方
で
は
韓
大
な
る
不
完
全

性
を
そ
れ
に
帰
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
(
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
七
八
J
七
九
頁
)

こ
の
文
に
対
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
ど
う
も
見
当
は
ず
れ
」

(
9
節
)
で
あ
る
と
し
て
、
反
対
論
証
を
お
こ
な
う
の
で
あ
る
(
叩
節
)
。
ま
ず
、

一
般
的
に
中
国
人
自
身
が

理
を
第
一
質
料
と
す
る
こ
と
に
得
心
す
る
は
ず
は
な
く
、

ま
た
彼
ら
は
た
だ
ち
に
結
論
を
出
さ
ず
に
神
か
第
一
質
料
か
ど
ち
ら
が
よ
い
か
、
あ
る
い
は
第
三
の
道
を
模
索

す
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
。
ま
た
彼
は
、

ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
は
親
交
の
あ
っ
た
官
僚
文
人
1

1

キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
み
る
と
・
無
神
論
的
発
言
を
す
る
も
の
た
ち
が
多
か
っ

た
ー
ー
た
ち
の
意
見
に
幻
惑
さ
れ
て
、
あ
る
種
の
先
入
的
偏
見
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
、

と
す
る
。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ま
た
サ
ン
・
マ
リ
i
が
、
理
な
い
し
太
極
・
上
帝
が
一
方
で
は
神
に
の
み
専
有
さ
れ
、
他
方
で
は
意
識
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る
の
は
矛
盾
す
る
と
信
じ

て
い
た
(
サ
ン
・
マ
リ
l
、
八
四
l
八
五
頁
)
、

と
い
う
こ
と
を
と
り
あ
げ
る
(
日
節
)
。

マ
リ
ー
は
そ
の
矛
盾
を
、
理
の
偉
大
な
る
所
、
普
な
る
所
を
詳
し
く
語
る
こ
と
に
よ

り
み
ち
び
き
出
し
た
の
だ
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ま
ず
、
中
国
人
が
悪
を
排
除
す
る
と
こ
ろ
の
菩
な
る
所
に
な
ぜ
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た
の
か
、

と
疑
問
を
呈
す
る
。
そ
し

て
彼
ら
は
理
は
完
全
に
単
純
に
菩
な
る
も
の
と
と
ら
え
て
い
た
か
ら
だ
、
と
つ
守
つ
け
る
。

つ
ま
り
中
国
人
は
サ
ン
・
マ
リ
ー
の
よ
う
に
理
の
概
念
説
明
の
中
に
矛
盾
あ
る

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
そ
こ
で
す
で
に
見
た
理
の
概
念
規
程
を
再
確
認
し
た
の
ち
、
理
(
H
H

太
極
・
上
帝
)

問
題
が
生
じ
よ
う
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。



は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
見
通
し
、
知
り
、

お
こ
な
う
と
こ
ろ
の
知
性
あ
る
自
然
な
の
だ
、

と
確
言
す
る
。
そ
し
て
中
国
人
た
ち
は
そ
の
あ
た
り
を
明
断
に
つ
き
つ
め
て
考
え

ず
に
、

た
だ
そ
の
超
越
性
を
い
わ
ん
が
た
め
に
、

理
に
は
い
か
な
る
能
力
も
生
命
も
意
識
も
知
恵
も
な
い
と
安
直
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
、
そ
れ
ゆ
え
こ
と
ば
の
う
え
で

矛
盾
的
に
な
っ
て
い
た
の
だ
、
と
い
う
。

O
理
は
却
っ
て
組
問
意
な
く
計
度
な
く
造
作
な
し
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
総
論
)

そ
し
て
こ
う
し
た
あ
ま
り
本
質
的
で
は
な
い
表
現
が
偏
見
を
も
っ
人
々
(
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
や
サ
ン
・
マ
リ
i
)
を
助
長
し
た
の
で
あ
る
、
と
つ
守
つ
け
る
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ

つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
形
相
・
運
動
と
結
び
つ
く
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
、

ニ
ッ
ツ
は
一
般
に
第
一
質
料
(
物
体
)
の
特
性
は
、
純
粋
に
受
動
の
力
を
も
つ
こ
と
、

ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
た
ち
の
よ
う
に
一
方
で
理
の
積
極
性
を
認
め
つ
つ
、
他
方
で
矛
盾
的
表
現
に
か
じ
り
つ
い
て
理
を
第
一
質
料
と
き
め
こ
も
う
と
す
る
の
は
不
穏
当
で
あ

る
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
ロ
節
)
。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
そ
の
他
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
ら
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
反
論
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
そ
の
結
論
は
「
中
国
人
の
理
は
わ
れ
わ
れ
が
神
の
名
の

も
と
に
あ
が
め
て
い
る
至
高
の
実
体
」

(
9
節
)
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
以
外
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
理
を
以
上
の
よ
う
な
も
の
と

す
る
認
識
の
も
と
に
、
併
の
被
造
的
精
神
的
実
体
に
つ
い
て
も
う
一
度
く
り
返
し
確
認
す
る
。

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
部
は
わ
れ
わ
れ
の
神
学
と
矛
盾
す
る
一
節
を
み
つ
け
出
そ
う
と
、
多
く
の
中
国
官
僚
文
人
と
対
話
し
ま
し
た
。
そ
し
て
発
見
し
え
た
い
く
つ
か
を

引
用
し
た
の
で
し
ょ
う
。
(
し
か
し
)
結
果
的
に
は
:
:
:
古
典
の
作
者
に
違
背
せ
ず
に
、

理
と
は
こ
と
な
る
実
体
、
そ
れ
ら
(
精
神
的
実
体
)
は
理
か
ら
生
ま
れ
る
の
だ

が
、
す
な
わ
ち
人
間
な
い
し
妖
精
の
よ
う
な
精
霊

(
H
鬼
神
)
が
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
し
う
る
と
信
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
(
お
節
)

こ
れ
は
ま
た
彼
が
中
国
思
想
を
有
機
的
な
構
造
の
も
と
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
意
欲
の
再
発
露
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
ひ
き
つ
づ
き
気
・
鬼
神
等
の
被
造
の
精
神
的

実
体
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
検
討
に
す
す
む
の
で
あ
る
。

国

気
・
鬼
神
そ
の
他

気

す
で
に
理
に
つ
い
て
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
存
在
論
的
根
源
者
な
い
し
生
成
論
的
根
源
者
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
同
等
の
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、

哲
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・
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こ
の
う
ち
生
成
者
と
し
て
の
把
握
に
は
じ
つ
は
や
や
問
題
が
あ
る
。
理
が
神
と
等
価
で
あ
る
と
す
る
の
な
ら
そ
の
か
、
ぎ
り
で
は
そ
の
把
握
は
別
に
問
題
は
な
い
。
し
か
し

H

宋
学
の
理
H

と
い
う
面
か
ら
み
た
時
、
こ
と
が
ら
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
そ
れ
は
と
く
に
被
造
者
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
時
、
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る
。

ま
ず
「
気
」
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ヅ
ツ
は
理
と
向
様
、

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
に
よ
っ
て
そ
の
概
念
規
定
を
お
こ
な
う
(
弘
節
)
。

)
 

$
3よ(
 
理
か
ら
は
気
体
〔
日
記
「
〕
が
流
出
す
る
。
(
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
一
ニ
三
頁
)

(2) 

(
理
か
ら
は
)
原
始
的
気
体
〔

E
昨
日
)
ユ
ヨ
一
丘
町
〕
(
が
流
出
す
る
)
。
(
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
四
九
頁
)

(3) 

あ
る
い
は
最
初
に
生
み
出
さ
れ
た
気
体
〔
}
ぱ
吋
古
江

5
0
m
g
o〕
が
流
出
す
る
。
(
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
七
九
頁
)

(4) 

こ
の
原
始
の
気
体
を
「
気
〔
間
口
」
と
呼
ぶ
。
(
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
四
八
頁
、
五
六
J
五
七
頁
)

こ
れ
ら
に
よ
る
と
気
は
、
理
と
の
関
係
に
お
い
て
、
第
一
の
被
流
出
者
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
H

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
的
把
握
に

反
し
て
、
実
際
の
と
こ
ろ
宋
学
に
お
け
る
理
は
(
と
く
に
朱
子
に
お
い
て
は
)
、
生
成
論
よ
り
も
存
在
論
に
傾
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
理
は
存
在
者
の
母

体
と
さ
れ
て
い
な
い
。
存
在
者
の
成
立
は
、
理
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
、

つ
ま
り
理
か
ら
流
出
し
て
く
る
の
で
は
な
い
。
存
在
者
は
理
に
よ
る
存
在
規
定

〈
臼
)

に
お
い
て
存
在
者
と
し
て
あ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
理
は
存
在
論
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
を
典
型
的
に
示
す
例
と
し

て、

た

だ

な

る

そ

理
は
只
是
笛
浄
潔
空
間
制
底
世
界
に
し
て
、
形
迩
な
し
。
他
は
却
り
て
造
作
す
べ
か
ら
ず
。
気
は
別
ち
よ
く
髄
醸
凝
架
し
て
物
を
生
ず
る
な
り
。

(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
総
論
)

理
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
気
の
流
行
し
て
万
物
を
発
育
せ
し
む
る
こ
と
あ
り
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
総
論
)

可
i
j似

O
勉
粛
賞
馬
田
く
、
:
:
:
分
ち
て
こ
れ
を
言
わ
ば
理
お
の
ず
か
ら
理
た
り
。
気
お
の
ず
か
ら
気
た
り
。
形
市
上
下
、
こ
れ
な
り
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
総
論
)

な
ど
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、

理
は
能
動
的
か
つ
直
接
的
に
(
生
成
を
ふ
く
め
て
)
気
に
関
与
す
る
も
の
で
は
な
い
。
理
の
存
在
論
的
基
盤
の
も
と
に
気
が

(
そ
れ
自
体
に
お
い
て
)
生
成
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
気
は
存
在
者
と
し
て
自
生
自
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
こ
の
理
あ
り
て
の
ち
、
こ
の
気
を
生
や
す
」
(
『
性
理

大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
総
論
)
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
理
先
気
後
」
の
考
え
も
究
極
的
か
つ
論
理
的
関
係
に
お
い
て
そ
う
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
時
間
的
な
意
味
に
お

い
て
は
む
し
ろ
「
理
気
は
本
よ
り
先
後
の
一
一
一
一
口
う
べ
き
こ
と
な
し
」
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
総
論
)
の
ご
と
く
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お



い
て
は
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
を
通
じ
て
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
神
学
的
形
而
上
学
的
理
解
は
見
当
は
ず
れ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
、

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
が
依
拠
し
た
は
ず
の

右
の

ωiω
の
中
国
語
原
典
と
し
て
ぴ
っ
た
り
と
該
当
す
る
も
の
は
な
か
な
か
み
つ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
中
留
の
原
典
資
料
を
精
細
に
み
る
と
、
理
に
生
成
者
の
可
能
性
を
あ
た
え
て
い
る
と
読
み
と
り
う
る
も
の
も
若
干
は
あ
る
。

ハ
存
在
せ
し
め
る
)

理
一
な
る
も
の
は
形
而
上
の
道
な
り
。
物
を
生
ず
る
の
本
な
り
。
気
な
る
も
の
は
形
市
下
の
器
な
り
。
物
を
生
ず
る
の
兵
な
り
。

(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
総
論
)

い
ま
だ
天
地
有
ら
ざ
る
の
先
、
畢
立
見
h

」
れ
先
に
こ
の
理
有
り
。
動
に
し
て
陽
を
生
ず
る
も
ま
た
冊
ハ
定
理
な
り
。
静
に
し
て
陰
を
生
ず
る
も
ま
た

mハ
即
応
理
な
り
。

(
『
性
理
大
全
』
巻
ニ
十
六
、
理
気
一
、
太
極
)

こ
れ
ら
は
理
を
生
成
者
と
み
る
こ
と
の
で
き
る
可
能
性
を
も
つ
が
、

し
か
し
そ
れ
と
同
程
度
に
た
ん
な
る
存
在
論
的
根
源
者
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

つ
ま
り
理
を
生
成

者
と
す
る
可
能
性
は
皆
無
で
は
な
く
、
こ
の
点
に
お
い
て
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ

H

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
解
釈
を
無
根
拠
と
し
て
退
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

し
か
し
宋
学
の

理
の
生
成
者
た
る
べ
き
の
蓋
然
性
は
や
は
り
か
な
り
低
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
近
年
の
研
究
に
お
け
る
朱
子
の
理
の
解
釈
は
、
存
在
論
的
(
生
成
論
的
)
な
解
釈
よ
り
も
、

む
し
ろ
「
意
味
」
(
安
田
二
郎
説
)
と
か
「
組
織
の
原
理
」
な
い
し
「
パ
タ
ー
ン
」
(
一
一
1
ダ
ム
説
)
と
か
す
る
方
向
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
「
大
極
は
理

な
り
」
(
『
性
理
大
全
』
巻
ニ
ナ
六
、
理
気
一
、
太
極
)
と
い
う
朱
子
の
語
に
従
っ
て
、
検
討
の
範
閣
を
太
極
に
ま
で
広
げ
る
と
、
事
情
は
や
や
異
な
る
。
と
い
う
の
も
「
太
極
」

の
語
に
つ
い
て
は
宋
学
の
バ
イ
ブ
ル
と
も
い
う
べ
き
照
漉
渓
の
『
太
極
図
説
』
に
お
け
る
「
太
極
動
き
て
楊
生
ず
」
(
『
性
理
大
全
』
巻
一
、
太
極
図
)
と
い
う
生
成
論
を
避

け
て
考
え
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
朱
子
も
、

万
物
・
四
時
・
五
行
、
只
是
那
の
太
極
中
よ
り
来
た
る
な
り
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
太
極
)

太
極
よ
り
万
物
の
化
生
に
至
る
ま
で
、
貝
是
一
一
簡
の
道
理
の
包
括
せ
る
な
り
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
太
極
)

の
ご
と
く
生
成
者
と

L
て
の
太
極
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

L
か
じ
ま
た
そ
の
一
方
で
、

太
極
は
こ
れ
別
に
一
物
た
る
に
あ
ら
ず
。

陰
陽
に
即
し
て
陰
陽
に
在
り
、

五
行
に
即
し
て
五
行
に
在
り
、

万
物
に
即
し
て
万
物
に
在
h

ッ。

只
是
一
箇
の
理
な
る
の

み
。
そ
の
極
至
に
因
る
が
ゆ
え
に
名
づ
け
て
太
極
と
臼
う
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
ニ
十
六
、
理
気
一
、
太
極
)

と
も
い
い
、
む
し
ろ
理
の
存
在
論
的
性
格
仁
等
し
い
も
の
の
ご
と
〈
述
べ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
拡
宋
学
の
理
は
生
成
論
か
存
在
論
か
と
の
二
者
択
一
的
な
選
択

哲
学
・
思
想
論
集
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を
せ
ま
る
な
ら
ば
存
在
論
的
意
味
に
お
い
て
形
而
上
者
た
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
生
成
者
的
意
味
は
、
無
い
で
は
な
い
が
稀
薄
な
も
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
ロ
ジ
ゴ
パ
ル
デ
ィ
日
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
的
方
向
で
の
と
ら
え
方
は
宋
学
の
本
質
的
な
と
こ
ろ
か
ら
く
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
ら
自
身
の
神
学
的
形
而
上
学
的
立

場
に
ひ
き
よ
せ
て
解
釈
し
た
も
の
だ
っ
た
と
し
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
ら
は
気
を
被
流
出
者
と
し
て
解
釈
し
た
の
で
あ
っ
た
。
宋
学
に
お
い
て
は
気
は
物
質
の
構
成

〈
存
在
せ
し
め
る
)

要
素
で
あ
る
が
(
「
気
な
る
も
の
は
形
而
下
の
器
な
り
、
物
を
生
ず
る
の
具
な
り
」
(
『
性
理
大
全
』
巻
ニ
十
六
、
理
気
一
、
総
論
)
)
、
必
ず
し
も
被
流
出
者
で
は
な
か
っ
た
。

天
下

い
ま
だ
理
な
き
の
気
有
ら
ず
、
ま
た
い
ま
だ
気
な
き
の
理
有
ら
ざ
る
な
り
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
ニ
十
六
、
理
気
一
、
総
論
)

理
気
、
本
よ
り
先
後
の
言
う
べ
き
も
の
な
し
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
総
論
)

す
な
わ
ち
存
在
者
と
し
て
の
気
と
形
而
上
者
と
し
て
の
理
と
は
、

と
も
に
根
源
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

「
理
先
気
後
」
も
先
に
指
摘
し
た
と
お
り
論
理
的
な
も
の

と
し
て
意
味
を
も
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
気
に
被
流
出
者
的
意
味
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
気
を
そ
の
哲
学
的
立
場
か
ら
被
造
・
被
流
出
者
と
と
ら
え
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
エ
ー
テ
ル
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
」

(
弘
節
)
あ
る
い
は
「
そ
の
質
料
の
原
初
的
形
態
は

H

部
分
H

を
互
い
に
他
か
ら
区
別
し
う
る
と
こ
ろ
の
い
か
な
る
策
縛
も
結
紐
も
、
す
き
間
も
限
界
も
な
い
完
全
な
る
流

体
」
(
山
節
)
と
表
象
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
流
体
は
い
わ
ば
人
間
の
想
像
し
う
る
も
っ
と
も
微
妙
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、

し
た
が
っ
て
精
神
的
実
体
と
し
て
適
切
な

る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
ラ
イ
プ
ニ
ヅ
ツ
は
こ
う
し
た
概
念
規
定
に
も
と
づ
き
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
を
批
判
し
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ロ
ン
ゴ
パ
ル

デ
ィ
の
解
釈
は
矛
震
し
て
い
る
と
し
て

ω気
は
理
の
生
産
物
で
あ
り
、

理
か
ら
自
然
に
流
出
す
る
(
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
一
ニ
三
頁

)ω
理
は
そ
れ
自
体
何
の
作
用
も
し
な

い
(
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
五
六
頁
)
、

と
い
う
こ
つ
の
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
の
解
釈
を
提
示
す
る
(
お
節
)
。
す
な
わ
ち
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
に
は
、

理

が
何
の
作
用
も
し
な
い
と
す
る
と
、
気
が
理
の
生
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
理
が
生
み
出
す
な
ど
と
い
う
積
極
的
な
作
用
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

と
い
う
素
朴
な
矛
盾
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
が
右
の

ωの
よ
う
な
解
釈
を
示
し
た
の
は
も
ち
ろ
ん
宋
学
本
来
の
非
生
成
者
的
(
存
詐
論
的
)
理
の
意
義
が

そ
れ
の
動
因
は
む
し
ろ
理
の
内
に
あ
る
、
つ

ま
り
理
は
気
に
対
し
て
作
用
を
お
こ
な
う
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
か
か
る
理
気
の
関
係
、
す
な
わ
ち
第
一
原
理
(
な
い
し
神
)
に
よ
る
第
一
質
料
の
生

反
映
し
た
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
こ
れ
に
対
し
て
、
気
は
器
具
(
物
質
の
構
成
要
素
)
な
の
で
あ
る
か
ら
、

成
と
い
う
中
国
人
の
考
え
(
じ
つ
は
ラ
イ
ブ
ニ
ヅ
ツ
の
考
え
)

は
、
質
料
を
神
と
同
存
さ
せ
た
ギ
リ
シ
ャ
人
よ
り
も
ず
っ
と
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
近
い
と
結
論
す
る
の
で
あ

る

(
M
節
)
。
ラ
イ
プ
ニ
ヅ
ツ
が
中
国
思
想
を
い
か
に
み
ず
か
ら
に
似
せ
て
解
釈
し
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
の
解
釈
が
い
か
に
み
ご
と
に
構
造
的
に
示
さ
れ
て
い
る
か
、

の



一
端
は
以
上
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
十
分
に
了
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

太
極理

が
生
成
者
た
り
う
る
か
、
気
が
被
流
出
者
た
り
う
る
か
、

と
い
う
こ
と
の
検
討
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
朱
子
の
誌
に
も
と
づ
い
て
理
と
太
極
と
を
等
価
の
も
の
と

し
て
と
り
あ
つ
か
っ
て
き
た
。
し
か
し
、

じ
つ
は
顕
典
資
料
を
み
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
、
太
極
の
概
念
は
か
な
り
把
握
函
難
で
あ
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
「
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
師
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
に
は
っ
き
り
し
た
観
念
を
与
え
て
く
れ
る
ほ
ど
十
分
に
は
説
明
し
て
お
り
ま
せ
ん
」
(
お
節
)
か
ら
で
あ

っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
は
、

理
、
気
の
検
討
に
つ
づ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
太
極
を
理
i

気
関
係
の
ど
こ
に
位
置
せ
し
め
る
べ
き
か
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
以

下
は
彼
の
そ
の
考
察
に
つ
い
て
、

で
あ
る
。

彼
は
、

ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
あ
る
い
は
そ
の
抱
の
意
見
に
よ
る
と
、
太
極
は
あ
ま
り
に
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
を
も
っ
て
い
す
ぎ
る
と
し
て
、

ま
ず
一
般
的
見
解
と
し
て

H

太

極
は
気
に
働
く
と
こ
ろ
の
理
で
あ
る
H

と
さ
れ
て
い
る
点
を
ほ
ぼ
共
通
理
解
で
あ
る
こ
と
を
抑
え
る
(
お
節
)
。
し
か
し
、

(

刷

出

)

H

第
一
の
気
H

と
す
る
点
(
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
四
七
頁
日
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
、
お
節
)
、
な
い
し
太
極
は
理
と
気
と
を
包
摂
す
る
と
い
う
点
(
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
四
九
頁
日
ラ
イ
プ

ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
が
気
と
太
極
と
を
混
同
し
て

ニ
ッ
ツ
、
お

a
節
)
、
あ
る
い
は
理
を
太
極
の
属
性
と
し
て
「
上
帝
は
太
極
の
息
子
」
と
す
る
点
(
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
五
三
頁
U
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
お
節
)
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
主

題
(
天
・
地
・
山
・
川
等
)
に
適
用
さ
れ
る
鬼
神
は
理
な
い
し
太
極
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
す
る
点
(
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
五
回
頁
日
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
お
節
)
、

さ
ら
に
は
あ
る
中
国

人
は
理
を
霊
魂
と
し
て
気
を
質
料
と
す
る
実
体
が
太
極
で
あ
る
と
す
る
点
(
お

a
節
)
な
ど
、
前
後
相
矛
盾
す
る
表
現
に
つ
い
て
も
指
摘
を
忘
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

を
も
参
照
し
た
う
え
で
、

彼
は
独
自
の
哲
学
的
推
論
に
も
と
寺
つ
い
て
太
極
の
位
置
を
定
め
よ
う
と
す
る
。

そ
の
推
論
と
は
、
『
聖
書
』
の

〈
伍
)

至
高
の
聖
霊
を
理
と
み
な
し
、
水
を
第
一
流
体
(
気
日
第
一
質
料
)
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
般
に
は
太
極
と
は
気
に
働
く
理

の
聖
霊
は
水
の
上
に
生
れ

た
も
う
」
と
の
一
節
を
ヒ
ン
ト
に
、

の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
、
「
理
と
太
極
と
は
異
な
る
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
異
な
る
述
語
に
お
い
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
同
じ
も
の
」
(
お
節
)
で

あ
り
、
「
こ
こ
で
は
太
極
は
理
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
で
十
分
で
あ
る
」
(
お
節
)
と
い
う
結
論
を
み
ち
び
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
結
論
が
朱
子
が
「
太
極
は
理
な
り
」

と
し
た
と
こ
ろ
と
、
偶
然
に
も
一
致
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
こ
の
よ
う
な
太
極
(
U
理
)
に
つ
い
て
、

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
を
引
用
し
て
い
う
(
お
節
)
。

太
極
は
そ
の
世
界
の
始
ま
り
と
終
り
の
原
因
で
あ
り
、
世
界
の
終
需
の
の
ち
に
は
あ
ら
た
な
別
の
も
の
を
作
り
出
す
。
(
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
三
六
貰
)
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O
関
物
の
前
、
混
沌
と
し
て
太
始
温
元
の
か
く
の
ご
と
き
も
の
は
、
太
極
、
こ
れ
を
な
す
な
り
。
関
物
の
後
、
天
地
有
り
人
物
有
り
、
か
く
の
ご
と
き
も
の
は
、
太
極
、
こ
れ
を
な
す

き

な
り
。
閉
物
の
後
、
人
鎗
え
物
尽
き
天
地
ま
た
合
し
て
混
沌
た
る
も
の
も
ま
た
、
太
極
、
こ
れ
を
な
す
な
り
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
太
極
)

す
な
わ
ち
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
太
極
は
こ
の
世
界
内
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
超
世
界
者
と
し
て
世
界
内
者
に
働
き
か
け
る
も
の
で
あ
る
と
認
知
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ

れ
に
つ
い
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
サ
ン
・
マ
リ

i
の
こ
と
ば
を
引
用
す
る
(
お
節
)
。

中
国
人
は
理
な
い
し
太
極
よ
り
も
偉
大
な
る
も
の
、
大
い
な
る
も
の
を
何
も
認
め
て
い
な
い
。
(
サ
ン
・
マ
リ
i
、
六
九
頁
)

」
れ
も
ま
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
承
認
す
る
考
え
で
あ
っ
た
。

上
帝上

帝
に
つ
い
て
も
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
正
確
な
概
念
規
定
に
よ
ら
ず
に
理
や
太
極
と
同
じ
も
の
と
し
て
扱
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
さ
き
に
「
上
帝
は
太
極
の
息
子
」

(
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
五
一
ニ
頁
)
と
い
う
意
見
を
引
用
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
上
帝
と
太
極
・
理
を
い
ち
が
い
に
向
じ
も
の
と
言
い
切
っ
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

晦

a
o
、4

、

中
れ
、
刀

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
明
ら
か
に
太
極

u
理
H
上
帝
と
い
う
把
握
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
彼
は
ど
の
よ
う
な
論
理
を
も
っ
て
右
の
よ
う
な
把
握
に

到
達
し
た
か
を
検
討
し
よ
う
。

ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
と
、
上
帝
と
は
天
な
る
王
な
い
し
天
を
統
べ
る
聖
霊
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
(
お
節
)
。
そ
し
て
重
要
な
問
題
は
、
そ
の
上
帝
が
キ
リ
ス
ト
教
か

ら
み
て
は
た
し
て
真
の
意
味
で
永
遠
な
る
実
体
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
た
ん
な
る
中
国
人
の
想
像
物
で
あ
る
の
か
、

に
あ
っ
た

D

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
に
よ
る
と
、
中
国

人
は
「
上
帝
」
と
よ
ば
れ
る
天
な
る
宮
殿
に
居
住
す
る
至
高
者
が
存
在
し
て
位
界
を
統
治
し
、
善
者
に
報
い
悪
者
を
罰
す
る
と
考
え
て
い
る
、
と
い
う
。
同
じ
個
所
に
お

一
一
一
一
頁
)
。
そ
こ
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、

い
て
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
は
同
じ
性
質
を
天
な
い
し
理
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
注
釈
家
の
意
見
を
引
用
し
て
い
る
(
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、

も
し
も
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
の
い
う
よ
う
に
上
帝
と
理
と
が
同
じ
も
の
だ
と
す
る
な
ら
、
つ
い
に
は
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
と
述
べ
る
(
お
節
)
。

そ
し
て
彼
は
い
う
、
「
リ
ッ
チ
師
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
し
た
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
中
国
の
古
代
哲
学
者
た
ち
は
、
上
帝
、
天
な
る
玉

と
よ
ば
れ
る
卓
越
せ
る
存
在
を
、
そ
の
代
理
人
た
る
下
位
な
る
鬼
神
と
同
様
に
認
識
し
誇
り
に
思
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
彼
ら
は
真
の
神
の
知
識
を
も

〈

M
W
)

っ
て
い
た
の
だ
」
と
。
な
お
こ
の
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
主
張
は
、
『
中
庸
』
二
十
九
章
の
「
ゆ
え
に
君
子
の
道
は
・
:
・
:
こ
れ
を
鬼
神
に
質
し
て
疑
う
こ
と
な
く
、
百
世
も
っ



て
賢
人
を
侠
ち
て
惑
わ
ず
。
こ
れ
を
鬼
神
に
質
し
て
疑
う
こ
と
な
き
は
天
を
知
る
な
り
。
百
世
も
っ
て
聖
人
を
侠
ち
て
惑
わ
ざ
る
は
、
人
を
知
る
な
り
」
を
典
拠
と
す
る

も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
朱
子
は
『
中
庸
』
の
こ
の
条
に
「
鬼
神
と
は
造
化
の
迩
な
り
」
と
注
を
加
え
て
い
る
。
さ
ら
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
と
、

ロ
ン
ゴ
パ
ル

デ
ィ
の
さ
き
の
引
用
に
は
、
中
国
人
の
偉
大
な
る
天
の
内
実
の
考
え
、
天
の
(
自
然
的
)
秩
序
な
ど
に
つ
い
て
の
考
え
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
は
そ
れ
ら
は
真
の
神
を
形
容
す
る
の
に
ま
さ
に
適
合
し
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
(
却
節
)
。
こ
れ
ら
の
偉
大
な
る
天
、
そ
の
自
然
的
秩
序
な
ど
は
は
ふ
つ
う
「
天
理
」

と
か
「
天
道
」
と
か
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
で
、
中
国
原
典
の
出
典
と
し
て
は
『
中
庸
』
二
十
章
の
「
誠
と
は
天
の
道
な
り
」
と
、
そ
れ
へ
の
朱
子
の
注
「
誠
な
る
者
は
、

真
実
無
妄
の
謂
、
天
理
の
本
然
な
り
」
な
ど
が
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

一方、

サ
ン
・
マ
リ
!
の
上
帝
解
釈
に
つ
い
て
み
て
み
る
な
ら
ば
、

サ
ン
・
マ
ワ
!
自
身
の
ヰ
一
一
口
に
よ
れ
ば
、

「
中
国
文
人
に
と
っ
て
の
絶
対
的
な
卓
越
せ
る
神
は
天
で

あ
る
」
(
サ
ン
・
マ
リ

i
、
一
一
一
一
頁
)
と
い
う
口
ま
た
サ
γ
・
マ
リ
ー
は
中
国
人
の
あ
る
博
士
の
意
見
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

わ
が
中
簡
の
哲
学
者
た
ち
は
、
十
分
な
注
意
を
も
っ
て
天
地
と
世
界
の
万
物
の
性
質
を
考
察
し
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
認
識
を
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
善
な

る
も
の
で
、
理
は
そ
れ
ら
す
べ
て
を
例
外
な
く
包
含
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
最
大
か
ら
最
小
ま
で
そ
れ
ら
は
伺
じ
性
質
、
間
じ
実
体
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
わ

れ
わ
れ
は
主
な
い
し
神
た
る
上
帝
は
個
々
の
も
の
ご
と
に
現
前
し
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
は
実
在
の
一
た
り
う
る
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。

サ
ン
・
マ
リ
l
、
一
回
頁
)

さ
て
、
こ
の
マ
リ
!
の
引
用
の
か
ぎ
り
で
い
う
な
ら
ば
、
右
の
中
国
人
博
士
の
発
言
は
、
上
帝
は
普
通
的
実
体
・
至
高
な
る
完
全
性
で
あ
り
(
す
な
わ
ち
神
に
等
し
い
)
、

究
極
的
に
は
理
と
陀
じ
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、

そ
の
同
じ
博
士
が
右
の
文
に
つ
づ
け
て
「
全
て
の
創
造
さ
れ
た
も
の
ご

と
の
魂
た
る
上
帝
」
(
サ
ン
・
マ
リ
i
、

遍
的
実
体
一
五
々
」
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
、

一
回
頁
)
と
述
べ
て
い
る
事
実
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
(
叩
節
)
。
そ
う
す
る
と
上
帝
は
被
造
者
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

さ
き
の
「
普

サ
ン
・
マ
リ

i
の
把
握
が
不
十
分
な
こ
と
を
み
ぬ
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
そ
の

不
十
分
さ
を
補
い
矛
盾
な
く
解
決
し
う
る
考
え
方
を
示
そ
う
と
す
る
(
剖
節
)
。
す
な
わ
ち
、
中
国
古
代
の
聖
人
た
ち
は
神
と
し
て
の
理
な
い
し
太
極
へ
の
信
仰
を
必
要
と

し
て
い
た
が
、
民
衆
に
対
し
て
は
そ
う
し
た
抽
象
的
な
理
解
し
に
く
い
対
象
へ
の
崇
拝
を
求
め
ず
、

理
と
か
太
極
と
か
を
意
味
す
る
上
帝
、

ま
た
鬼
神
へ
の
尊
崇
を
望
む

の
み
に
と
ど
め
た
の
で
あ
る
、
と
。
ま
た
、

そ
う
し
た
上
帝
・
鬼
神
等
へ
の
尊
崇
は
、

可
視
的
な
天
に
対
す
る
犠
牲
の
奉
献
な
ど
の
儀
礼
を
媒
介
と
し
て
、

一
見
被
造
者

的
対
象
に
対
す
る
も
の
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
り
、

さ
ら
に
聖
人
た
ち
が
犠
牲
奉
献
な
ど
を
称
揚
し
た
こ
と
に
よ
り
後
世
の
学
者
た
ち
は
上
帝
・
鬼
神
を
被
造
物
の
魂
と
し

哲
学
・
思
想
論
集

第
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五

て
し
ま
う
、
と
い
う
矛
盾
に
お
ち
こ
ん
だ
の
だ
、
と
。
そ
し
て
結
局
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
(
や
は
り
サ
ン
・
マ
リ
i
の
意
見
(
七
七
J
七
八
頁
)
に
よ
る
も
の
だ
が
)
つ
ぎ
の
よ
う

に
ま
と
め
る
(
出
節
)
。

中
国
人
が
主
に
崇
拝
す
る
も
の
は
物
質
的
な
天
そ
れ
自
体
と
い
う
よ
り
も
、
「
上
帝
」
、

な
い
し
天
を
統
括
す
る
「
理
」
で
あ
り
ま
す
。
:
:
:
人
々
は
天
に
支
配
権
を

ふ
る
う
能
力
の
ゆ
え
に
そ
れ
を
卓
越
せ
る
王
、

「
上
帝
」
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
天
は
そ
の
宮
殿
で
あ
り
、

そ
の
高
み
に
あ
っ
て
す
べ
て
を
導
き
統
括
し
、
そ
の
影

響
を
拡
げ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
彼
ら
(
中
国
人
哲
学
者
)
は
、
可
視
的
天
(
な
い
し
そ
の
王
)
に
対
し
て
は
犠
牲
を
捧
げ
ま
す
が
、
理
の
性
質
を
わ
か
ろ
う
と
し
な
い
大

衆
の
無
知
と
卑
俗
さ
の
ゆ
え
に
、
理
に
対
し
て
は
深
遠
な
る
沈
黙
を
も
っ
て
崇
拝
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

鬼
神普

遍
的
精
神
(
至
高
の
実
体
)
た
る
も
の
は
、
絶
対
的
に
は
「
理
」
と
呼
ば
れ
、
気
(
被
造
物
中
)
に
働
い
て
い
る
時
は
「
太
極
」
、
天
を
統
括
す
る
場
合
は
「
上
帝
」
と

呼
ば
れ
る
(
羽
節
)
こ
と
を
克
て
き
た
が
、

以
上
を
前
提
と
し
て
以
下
で
は
被
造
的
聖
霊
な
い
し
個
別
的
・
下
位
な
る
聖
霊
、

す
な
わ
ち
鬼
神
に
つ
い
て
検
討
を
お
こ
な

お
う
。さ

て
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
や
サ
ン
・
マ
リ
ー
に
よ
る
と
、

中
国
人
は
右
の
よ
う
な
聖
霊
を
「
天
神
」

(
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
、
六
頁
)
「
神
」
(
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
、
四
回
頁
)
「
鬼

神
」
(
サ
ン
・
マ
リ
!
、
八
九
頁
)
と
呼
ぶ
と
い
う
。
ま
た
「
鬼
神
」
に
つ
い
て
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
は
こ
の
よ
う
に
も
い
う
。

「
神
」
の
諾
に
よ
っ
て
中
国
人
は
純
粋
に
上
昇
す
る
聖
霊
を
意
味
し

「鬼
L

の
語
に
よ
っ
て
は
不
純
な
、

な
い
し
は
下
降
す
る
聖
霊
を
意
味
し
て
い
る
。

(
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
四
回
頁
)

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
こ
の
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
の
主
張
に
対
し
て
否
定
的
態
度
を
と
り
、
反
証
例
と
し
て
サ
ン
・
マ
リ

i
の
引
く
孔
子
の
こ
と
ば
を
一
示
す
。

あ
あ
天
な
る
精
霊
た
る
鬼
神
の
稀
な
る
徳
と
偉
大
な
る
完
全
性
よ
!

こ
れ
に
ま
さ
れ
る
い
か
な
る
徳
が
あ
ろ
う
。
人
は
そ
れ
ら
を
見
る
こ
と
は
で
き
ぬ
が
、
そ
れ

ら
の
行
為
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
は
は
っ
き
り
し
た
も
の
と
な
る
。
人
は
そ
れ
ら
を
開
く
こ
と
は
で
き
ぬ
が
、
生
み
つ
づ
け
て
決
し
て
や
む
を
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
そ
の
驚

く
べ
き
も
の
は
十
分
に
語
り
尽
く
す
。
(
サ
ン
・
マ
リ
!
、
八
九
頁
)

こ
の
サ
ン
・
マ
リ
!
の
こ
と
ば
は
、

じ
つ
は
つ
ぎ
の
『
中
庸
』
十
六
章
の
文
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。



子
臼
く
、
鬼
神
の
徳
た
る
や
、

也
町
ま

そ
れ
盛
ん
な
る
か
な
。
こ
れ
を
視
れ
ど
も
克
え
ず
、
こ
れ
を
聴
け
ど
も
開
け
ず
、
物
を
体
し
て
遺
す
べ
か
ら
ず
。

す
な
わ
ち
サ
ン
・
マ
リ
!
は
か
な
り
パ
ラ
プ
レ
イ
ズ
し
て
解
釈
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、

そ
れ
は
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
の
不
純
・
下
降
す
る
も
の
、

そ
し
て
結
局
は
即
物
的
な

そ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
と
は
か
な
り
巡
庭
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
そ
の
点
に
共
感
を
よ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み

に
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
の
『
中
庸
』
の
こ
の
部
分
へ
の
解
釈
は
、
鬼
神
を
即
物
的
に
と
ら
え
た
も
の
で
、
「
鬼
神
は
物
質
存
在
を
矯
成
す
る
と
こ
ろ
の
部
分
で
あ
り
:
:
:
鬼

神
は
物
質
存
在
か
ら
分
離
し
う
る
が
、
こ
れ
ら
の
物
質
存
在
の
崩
壊
が
ひ
き
つ
づ
く
の
み
な
の
だ
」
(
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
五
七
頁
)
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
マ
リ

i

も
の
と
さ
れ
る
に
い
た
る
、

が
鬼
神
を
主
語
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
が
物
質
存
在
を
主
語
と
し
て
い
る
点
、
あ
る
い
は
部
分
と
い
う
話
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
ラ
イ
プ

一
ッ
ツ
は
こ
れ
ら
に
も
反
対
し
て
い
る
(
必
節
)
。

さ
て
、

さ
き
に
み
た
『
中
庸
』
十
六
章
の
文
に
ひ
き
つ
づ
く
文
は
、

と

と

の

き

よ

(

み

ち

あ

ふ

れ

〉

天
下
の
人
を
し
て
、
盛
服
を
斉
え
明
く
し
、
も
っ
て
祭
間
を
承
け
し
む
。
(
鬼
神
の
徳
は
)
洋
洋
乎
て
其
の
上
に
在
る
が
ご
と
く
、
そ
の
左
右
に
在
る
が
ご
と
し
。

お
お

『
詩
』
に
臼
く
「
神
の
来
る
や
、
度
る
べ
か
ら
ず
、
い
わ
ん
や
射
う
べ
き
を
や
」
。
そ
れ
微
の
顕
な
る
こ
と
、
誠
の
挽
う
べ
か
ら

e

さ
る
こ
と
、
か
く
の
ご
と
き
か
。

で
あ
る
。
サ
ン
・
マ
リ
ー
は
こ
れ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
な
形
で
鬼
神
た
ち
が
そ
れ
ほ
ど
密
接
に
統
合
し
て
い
る
か
考
え
つ
か
な
い
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
を
崇
拝
し
、
仕
え
、
犠
牲
を
さ

さ
げ
る
こ
と
に
軽
卒
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
の
行
為
は
秘
や
か
で
限
に
見
え
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
恩
恵
は
娘
に
見
え
、
実
際
的
現
実

的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
(
サ
ン
・
マ
リ
i
、
九
一
一
氏
)

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
こ
の
サ
ン
・
マ
リ
!
の
引
用
を
肯
定
的
に
評
価
し
、

マ
リ
!
は
鬼
神
な
い
し
聖
一
霊
を
わ
れ
わ
れ
(
キ
リ
ス
ト
教
徒
)
の
エ
ン
ジ
ェ
ル
に
比
定
す
べ
き
根
拠

を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
、
と
す
る
。
さ
ら
に
彼
は
サ
ン
・
マ
リ
!
の
、
中
国
人
は
鬼
神
を
上
帝
に
次
ぐ
も
の
と
み
な
し
て
い
た
(
サ
ン
・
マ
リ
!
、
八
九
頁
)
と
の
見
解
を

者
定
し
て
、
古
代
中
国
人
哲
学
者
た
ち
は
真
の
神
と
そ
れ
に
奉
仕
す
る
天
な
る
聖
霊
と
の
知
識
を
「
上
帝
」
と
「
鬼
神
」
と
の
名
称
に
お
い
て
保
持
し
て
い
た
、

と
結
論

し
た
の
で
あ
る
(
幻
節
)
。

と
こ
ろ
が
じ
つ
は

y
右
の
サ
ン
・
マ
リ
!
の
見
解
は
サ
ン
・
マ
リ
!
自
身
が
そ
れ
を
否
定
す
る
た
め
に
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

サ
ン
・
マ
リ

i
の
本
来
の
意
見
は
そ

れ
と
は
こ
と
な
っ
て
い
た
。
ゆ
え
に
結
果
と
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
サ
ン
・
マ
リ
!
と
も
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
対
立
の
具
体
的
要
点
に

哲
学
・
思
想
論
集
-
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八
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ザ五
回

マ
ザ
ー
が
、
孔
子
は
鬼
神
は
実
際
に
は
あ
ら
ゆ
る
物
質
に
結
合
混
合
し
て
い
る
の
で
完
全
に
破
壊
さ
れ
ぬ
か
ぎ
り
物
質
か
ち
分
離
す
る
こ
と

(

訂

)

(

四

四

)

は
で
き
ぬ
と
い
っ
て
い
る
と
す
る
点
、
個
物
と
下
級
の
存
在
者
と
を
主
宰
し
そ
こ
に
お
い
て
生
成
と
崩
壊
と
が
生
起
す
る
も
の
が
鬼
神
で
あ
る
と
す
る
点
、
さ
ら
に
は
中

(
的
)

留
古
代
の
哲
学
者
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
真
に
一
致
す
る
信
仰
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
点
、
な
ど
で
あ
る
(
胡
節
)
。
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
右
の
よ
う
な
諸
点
、
あ
る
い

つ
い
て
い
え
ぽ
こ
う
な
る
。

は
ま
た
マ
リ
!
と
や
や
こ
と
な
る
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
の
考
え
な
ど
稿
者
に
と
も
に
反
対
し
て
、
上
帝
に
下
位
す
る
精
神
的
な
も
の
と
し
て
鬼
神
を
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
右
の
両
者
が
懸
命
に
な
っ
て
鬼
神
を
即
物
的
あ
る
い
は
物
質
と
結
合
し
た
至
高
の
存
在
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
教
を
無
神
論
で
あ
る
と
結
論
づ
け
よ

う
と
す
る
意
図
に
、
真
向
か
ら
反
対
し
て
、
儒
教
に
お
け
る
神
学
的
側
面
を
積
極
的
肯
定
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

以
上
の
検
討
か
ら
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
っ
て
鬼
神
は
人
間
の
想
像
し
う
る
も
っ
と
も
微
妙
な
も
の
で
あ
る
気
を
質
料
と
す
る
精
神
的
実
体
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ

証
明
さ
れ
た
、
と
い
え
よ
う
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
鬼
神
に
対
し
て
は
中
国
で
は
古
く
か
ら
祭
記
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
4

の
引
く
『
尚
書
』
に
よ

る
と
そ
れ
は
主
と
し
て
つ
ぎ
の
四
種
に
分
類
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
類
」
(
上
帝
に
さ
さ
げ
ら
れ
る
)
、
「
程
」
(
季
節
の
鬼
神
に
さ
さ
げ
ら
れ
る
)
、
「
望
亡
(
大
山
大
河
の
兎
神
)
、

「
編
」
(
よ
り
低
次
の
鬼
J

神
)
で
あ
る
(
訪
節
)
。

O
上
帝
に
爵
類
し
、
六
宗
に
躍
し
、
山
川
に
望
し
、
護
神
に
禰
す
。
(
『
山
門
書
』
「
莞
典
」
)

一
般
的
に
は
右
の
よ
う
な
祭
紀
以
外
に
、
水
や
か
ま
ど
の
鬼
神
に
至
る
ま
で
高
級
か
ら
低
級
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

と
も
か
く
こ
れ
ら
す

べ
て
の
鬼
神
は
結
局
の
と
こ
ろ
、

そ
れ
ら
を
通
じ
て
よ
帝
を
尊
崇
す
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
、

と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
の
で
あ
る
(
必
節
)
。
し
か
し
な
が
ら
鬼
神
で
あ

る
と
こ
ろ
の
「
活
力
あ
る
実
体
は
、
人
間
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
そ
れ
ら
自
体
の
魂
な
い
し
精
神
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、

さ
ら
に
人
間
の
魂
の
上
に
も
下
に
も
無
恨
の
そ

れ
が
存
在
す
る
こ
と
」
(
訂
節
)
を
中
国
人
に
理
解
さ
せ
る
の
は
む
ず
か
し
い
こ
と
だ
、

と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
哲
学
に
お
け
る
精
神
的
実
体
の
秩
序
的
存
在
を
鬼
神

に
適
用
す
る
こ
と
が
後
述
す
る
よ
う
に
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
彼
が
そ
の
整
合
化
に
苦
心
を
は
ら
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
明
ら

か
に
中
国
の
鬼
神
の
あ
り
方
に
彼
の
そ
ナ
ド
論
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
志
を
示
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
う
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
鬼
神
の
遍
在
す
る
世
界
を
そ
ナ
ド

の
有
機
的
な
秩
序
の
世
界
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
整
合
化
の
困
難
性
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
な
ら
ば
、
右
に
い
う
「
中
国
人
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
」
と
は
、
中
国
人
た
ち
が
精
神
的
存

在
に
深
い
興
味
を
抱
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
一
原
因
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
は
孔
子
が
精
神
的
存
在
に
つ
い
て
蓋
接
的
に
語
っ
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
歴



史
的
な
証
言
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
の
証
一
一
一
一
口
と
は
「
夫
子
の
性
と
天
道
と
を
言
う
や
、

い
ま
だ
得
て
開
く
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
(
『
論
語
』
「
公

治
長
」
)
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
か
に
も
強
引
に
、

た
ぶ
ん
孔
子
は
自
然
物
の
聖
霊
に
関
し
て
、
彼
自
身
、
語
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
む
彼
は
天
の
、

四
季
の
、

そ
し
て
そ
の
他
の
無
生
物
的
物
質
の

う
ち
で
、
崇
拝
さ
る
べ
き
は
、

た
だ
超
越
的
な
精
神
的
存
在
、
(
す
な
わ
ち
)
上
帝
・
太
極
・
理
の
み
で
あ
る
、

と
考
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
(
必

a
節
)

と
の
か
な
れ
ソ
無
理
な
説
明
を
加
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
の
仕
方
こ
そ
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の

H

苦
心
H

を
示
す
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
の
推
測
に
よ
れ
ば
、
孔
子
は
卓
越
せ
る
精
神
的
存
在
(
理
な
ど
)
は
現
実
的
に
知
覚
し
う
る
事
物
か
ら
独
立
的
に
と
ら
え
う
る
と
い
う
こ
と
に
思
い
い
た
ら
な
か
っ
た

が
た
め
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
論
評
す
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
、

と
い
う
(
必

a
節
)
。
た
だ
、
孔
子
は
、

一
方
で
は
鬼
神
と
は
い
っ
た
い
何
を
な
す
も
の
か
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
態
を
み
き
わ
め
た
う
え
で
対
処
す
べ
き
と
考
え
て
も
い
た
の
で
あ
る
。

人
々
を
導
び
く
正
し
い
道
は
、
鬼
神
を
敬
ま
い
、

か
つ
彼
ら
白
'
身
を
そ
れ
ら
か
ら
遠
ざ
け
て
お
く
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
(
必

a
節
)

。
子
臼
く
、
民
の
義
を
務
む
る
に
鬼
神
を
敬
い
て
こ
れ
を
遠
ざ
く
れ
ば
知
と
い
う
べ
き
な
り
。
(
『
論
語
』
「
薙
也
」
)

と
の
孔
子
の
発
言
は
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
す
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
卓
越
せ
る
精
神
的
存
在
が
孔
子
に
と
っ
て
把
捉
し
に
く
い
も
の
だ
っ
た
こ
と

が
、
彼
が
そ
れ
に
つ
い
て
語
ら
な
か
っ
た
大
き
な
理
由
で
あ
っ
て
、
決
L
て
そ
の
存
在
自
体
を
否
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
、

と
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
結
論
す
る
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
は
つ
ぎ
の
内
論
説
包
の
文
お
よ
び
そ
の
注
釈
に
明
記
さ
れ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

四
つ
の
も
の
が
あ
り
:
・
:
・
そ
れ
ら
の
う
ち
の
ひ
と
つ
の
精
霊
:
:
:
そ
れ
ら
に
つ
い
て
孔
子
は
偉
大
な
る
沈
黙
を
保
ち
つ
づ
け
た
。
(
必

a
節
)

O
子
、
怪
力
乱
神
を
諮
ら
ず
。
(
『
論
語
』
「
述
而
」
)

そ
の
理
由
は
理
解
す
る
の
に
困
難
な
い
く
つ
か
の
こ
と
が
ら
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
そ
れ
を
語
る
こ
と
は
不
適
当
な

の
で
あ
る
。
(
羽

a
節
)

O
い
ま
だ
明
ら
か
に
し
易
か
ら
ざ
る
も
の
有
り
。
ゆ
え
に
ま
た
軽
る
し
く
人
に
諮
ら
ざ
る
な
り
。
(
『
論
語
』
「
述
部
」
朱
子
注
)

さ
て
、
鬼
神
の
あ
り
方
に
関
し
て
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
に
自
信
を
あ
た
え
た
の
は
、
鬼
神
に
は
そ
れ
を
祭
加
す
る
人
間
の
身
分
に
応
じ
て
階
層
の
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
時

で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
彼
は
そ
の
階
層
的
秩
序
に
自
身
の
モ
ナ
ド
世
界
の
類
似
を
見
、

そ
の
偶
然
に
驚
喜
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
ず
サ
ン
・
マ
リ

i
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六

の
引
用
に
よ
り
つ
ぎ
の
『
論
犯
と
の
文
を
一
部
す
(
出
b
節)。

孔
子
も
、
:
:
:
す
な
わ
ち
あ
な
た
の
身
分
や
立
場
に
あ
わ
ず
、
あ
る
い
は
あ
な
た
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
鬼
神
に
犠
牲
を
さ
さ
げ
る
の
は
む
こ
う
み
ず
で
く
だ
ら
ぬ
へ

つ
ら
い
で
あ
る
、
と
い
う
。
(
サ
ン
・
マ
リ
i
、
二
九
頁
)

O
子
日
く
、
そ
の
鬼
に
あ
ら
ず
し
て
こ
れ
を
祭
る
は
砲
な
り
。
(
『
論
一
語
』
「
為
政
」
)

右
の
文
か
ら
は
一
般
的
に
鬼
神
と
人
間
の
身
分
と
に
は
対
応
関
係
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
み
だ
が
、

つ
ぎ
の
文
で
は
そ
の
対
応
の
実
態
が
具
体
的
に
説
か
れ
て
い

る
(
日

b
節)。

天
と
地
と
に
犠
牲
を
さ
さ
げ
る
の
は
皇
菅
の
み
の
職
分
で
あ
り
、

山
河
に
犠
牲
を
さ
さ
げ
る
の
は
王
朝
の
英
傑
の
み
、

精
霊
(
鬼
神
)
に
犠
牲
を
さ
さ
げ
る
の
は
著

名
な
人
々
、

の
こ
り
の
人
々
は
そ
の
先
祖
に
犠
牲
を
さ
さ
げ
る
責
任
が
あ
る
。
(
サ
ン
・
マ
リ
l
、一一一
O
頁
)

こ
の
文
の
正
確
な
中
国
原
典
は
不
詳
で
あ
る
が
、
類
似
の
文
は
『
性
理
大
全
』
中
に
し
ば
し
ば
見
え
る
。

O
天
子
は
天
地
を
祭
り
、
諸
侯
は
山
川
を
祭
り
、
大
夫
は
五
紀
を
祭
る
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
八
、
鬼
神
、
論
祭
紀
担
考
神
祇
)

そ
し
て
鬼
神
が
階
層
的
秩
序
を
な
す
理
由
は

(
M
b
節)、

霊
魂
は
同
質
の
精
霊
と
至
高
の
和
合
を
な
す
対
象
を
さ
が
す
も
の
で
あ
る
。
(
サ
ン
・
マ
リ
l
、
一
三
頁
)

O
魂
気
、
必
ず
そ
の
類
を
求
め
て
こ
れ
に
依
る
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
一
一
十
八
、
鬼
神
、
論
祭
紀
祖
考
神
砥
)

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
鬼
神
の
階
層
的
秩
序
に
関
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
た
と
え
話
を
す
る
。

一
介
の
農
民
が
地
位
あ
る
人
の
鬼
神
に
対
し
て
話
し
か

け
る
な
ら
彼
は
た
だ
ち
に
拒
絶
さ
れ
、
聖
霊
は
何
も
せ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
も
し
あ
る
も
の
が
彼
の
身
分
に
ふ
さ
わ
し
い
鬼
神
に
祈
る
な
ら
ば
、
彼
は
鬼
神
を
ゆ
り
動

か
し
、
、
彼
に
味
方
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
、

と
。
ま
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
学
者
に
は
学
者
の
、
兵
士
に
は
兵
士
の
、
底
者
に
は
医
者
の
、

そ
れ
ぞ
れ
に
鬼
神
が

あ
る
と
も
指
摘
す
る
(
弘
b
節
)
。
こ
う
し
て
あ
ら
ゆ
る
人
間
・
事
象
に
対
応
す
る
鬼
神
の
有
機
的
に
構
築
さ
れ
た
秩
序
世
界
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
き
わ
め
て
近

し
い
世
界
と
し
で
あ
っ
た
。
彼
は
中
国
人
の
精
神
世
界
を
以
上
の
ご
と
き
自
然
神
学
的
構
造
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
る
。



伺

空

間

把

握

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
時
空
間
に
関
す
る
考
え
は

i
!と
く
に
空
間
を
主
と
し
て

i
l第
7
節
に
集
中
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
を
引

用
し
て
い
う
。

中
国
人
は
理
を
「
大
い
な
る
空
虚
」
、

つ
ま
り
巨
大
な
る
収
容
力
(
空
間
)
と
い
っ
て
お
り
ま
す
が
、

そ
れ
は
こ
の
普
遍
的
本
質
(
日
空
間
j

筆
者
)
は
あ
ら
ゆ
る
個
別

的
本
質
(
日
物
質

i
筆
者
)
を
包
含
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
彼
ら
は
ま
た
そ
れ
を
「
至
高
の
充
実
」
と
も
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
を
満
た
し
、

ま

た
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
空
虚
に
し
て
は
お
か
な
い
か
ら
で
あ
り
、
世
界
の
内
と
外
と
に
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

(
7
節
)

こ
の
引
用
は
P

ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
の
原
文
の
ニ
ケ
所
(
七
五
・
七
七
頁
)
か
ら
適
宜
削
削
除
し
た
ワ
、

は
ぎ
あ
わ
せ
た
り
し
た
も
の
で
あ
り
、

ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
の
原
文
を
み
る

か
ぎ
り
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
い
う
よ
う
な
矛
層
的
な
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
は
い
な
い
。
筆
者
が
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
の
原
文
か
ら
と
く
に
補
う
べ
き
と
考
え
る
の
は
「
至

高
の
充
実
」
に
対
し
て
「
至
高
の
容
量
な
い
し
充
実
」
と
あ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
補
っ
て
考
え
る
と
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
は
大
い
な
る
空
虚
を
明
ら
か
に
一
種
の
無
隈
大

し
」
の
部
分
を
削
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

の
(
内
と
外
と
に
ゆ
き
わ
た
る
)
容
器
と
し
て
の
空
間
1

l
つ
ま
り
枠
組
と
し
て
の
空
間
ー
ー
ー
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
大
い
な
る
空
虚
」
と
「
至
高
の
充
実
」
と
を
並
列
的
に
記
し
、
容
器
と
し
て
の
空
間
表
象
の
み
で
は
矛
盾
す
る
も
の
の
ご

と
こ
ろ
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
容
量
な
い

と
く
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
引
用
の
仕
方
は
恋
意
的
な
も
の
と
も
い
え
る
わ
け
だ
が
、

わ
れ
わ
れ
が
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
が
参
照
し
た
と
忠
わ
れ
る
中
国
語
の
原
資
料

を
み
て
み
る
と
、
中
国
人
の
空
間
表
象
は
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
ご
と
く
矛
活
的
に
と
る
べ
き
か
、

一
概
に
決
定
し

え
な
い
所
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
が
理
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
拡
大
し
て
示
し
た
ご
と
き
弱
点
を
内
包
し
た
ま
ま
、

「
空
虚
」
と
「
充
実
」
と
の
表
現
に

深
い
吟
味
を
お
こ
な
わ
ず
に
記
し
た
の
は
、

お
そ
ら
く
張
横
渠
の
「
太
虚
」
の
概
念
に
し
た
が
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
と
張
横
渠
の
表
現
と

が
か
な
り
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
両
者
の
表
現
を
み
く
ら
べ
て
み
る
必
要
が
あ
る
が
、

じ
つ
は
そ
の
前
に
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ

る
。
そ
れ
は
宋
学
一
般
に
お
い
て
、
太
虚
と
理
と
、

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
が
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
一
致
す
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
、
否
か
で
あ
る
。

ま
ず
横
渠
自
身
に
つ
い
て
い
え
ば
、
太
虚
は
理
で
は
な
く
む
し
ろ
気
で
あ
っ
た
(
「
太
虚
、
即
気
な
り
」
(
『
正
蒙
』
「
太
和
」
)
)
。

あ
る
い
は

「
虚
な
れ
ば
す
な
わ
ち
仁
を
生

ず
。
仁
、
理
に
在
り
て
も
っ
て
こ
れ
を
成
す
」
(
『
性
理
大
全
』
巻
三
十
五
、
性
理
七
、
仁
)
と
、
理
は
虚
よ
り
生
ず
る
も
の
を
成
育
す
る
も
の
で
あ
り
、
生
み
出
す
主
体
で
は

哲
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人

な
か
っ
た
。

一
方
朱
子
は
、

た

だ

と

「
も
し
太
虚
・
太
和
を
も
っ
て
道
体
と
な
さ
ば
、
却
っ
て
只
是
形
而
下
者
を
説
得
く
な
り
」
(
『
朱
子
語
類
』
巻
九
十
九
)
と
述
べ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
太
虚
は
形
而
上
者
の
理
と
は
異
な
る
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、

か

れ

し

め

と

あ

き

ら

か

所
ぞ
、
と
。
日
く
、
他
ま
た
理
を
指
す
も
、
説
得
き
て
分
暁
な
ら
ざ
る
な
り
。
太
和
は
如
何
と
臼
う
。

「
横
渠
の
云
う
H

太
鹿
即
気
μ

を
問
う
、
太
虚
と
は
何
を
か
指
す

日
く
、

ま
た
気
を
指
す
な
り
」
(
『
朱
子
語
類
』
巻
九
十
九
)
と
い
う

文
も
「
大
虚
は
理
で
あ
り
、
太
和
は
気
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
か
に
み
え
る
が
、

じ
つ
は
そ
う
で
は
な
く
、

「
太
虚
は
何
を
指
し
示
す
も
の
か
、

理
を
指
し
示
す
」
と

い
う
こ
と

つ
ま
り

H

太
虚
の
存
在
こ
そ
理
の
存
在
を
指
し
示
す
H

と
い
う
こ
と
で
、
形
而
上
の
理
に
お
い
て
形
而
下
の
太
虚
の
存
在
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
太
虚
と
理
と
を
無
理
や
り
結
合
し
よ
う
と
す
る
の
な
ら
で
き
ぬ
こ
と
も
な
い
。
す
な
わ
ち
朱
子
は
『
正
蒙
』
の
「
太
虚
の
名
に
由
り
て
天
の
名
有
り
、
気

「
本
よ
り
只
是
二
憾
の
太
虚
を
漸
く
細
分
し
て
密
を

の
化
に
由
り
て
道
の
名
有
り
、
虚
と
気
と
合
し
て
性
の
名
有
り
、
性
と
知
覚
と
合
し
て
心
有
り
」
に
注
を
施
し
て
、

得
た
る
の
み
。
か
つ
太
虚
は
使
ち
こ
の
四
者
(
天
・
退
・
性
・
心
)
の
総
体
に
し
て
四
者
を
離
れ
ざ
る
も
の
な
り
」
(
『
正
蒙
』
朱
子
注
)
と
い
う
。
こ
れ
に
さ
ら
に
つ
け
加

え
て
、
陳
器
之
は
「
四
者
は
本
よ
り
こ
れ
一
理
な
る
の
み
」
(
『
正
蒙
』
朱
子
注
引
)
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
強
引
に
結
合
し
よ
う
と
す
れ
ば
で
き
ぬ
こ
と
は
な
い
が
、

や
は

り
不
自
然
で
あ
る
。
ま
た
か
り
に
宋
学
一
般
に
お
い
て
太
虚
と
理
と
が
等
価
だ
っ
た
と
し
て
も
、
横
渠
自
身
の
太
虚
と
完
全
に
一
致
す
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ

H
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の

H

理一
H
太
虚
H

の
解
釈
は
正
当
な
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、

ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
が
空
間
を
容
器
的
な
も
の
と
と
ら
え
つ
つ
空
虚
と
充
実
と
を
並
挙
し
た
点
と
、
横
渠
の
太
虚
の
表
現
と
の
比
較
す
べ
き
点
を
あ
げ
る
な
ら

ば
、
「
虚
空
、
即
気
な
り
」
(
『
正
蒙
』
太
和
)
、
「
太
虚
は
気
な
き
こ
と
あ
た
わ
ず
」
(
『
正
蒙
』
「
太
和
」
)
あ
る
い
は
「
太
虚
は
天
の
突
な
り
」
(
『
語
録
』
中
)
な
ど
を
指
摘
L
う

る。

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
は
み
ず
か
ら
の
も
つ
空
間
観
念
に
限
定
さ
れ
て
、
こ
れ
を
「
大
い
な
る
空
虚
」
「
至
高
の
容
量
な
い
し
充
実
」
と
、
容
器
的
空
間
と
し
て
と
ら
え
て

し
ま
っ
た
の
だ
。
し
か
し
横
渠
の
か
か
る
表
現
を
よ
く
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
究
極
的
に
は
H

空
虚
は
充
実
で
あ
る
H

と
い
う
こ
と
に
ゆ
き
っ
か
ざ
る
を
え
な
い
点
に
お

い
て
、
む
し
ろ
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
発
見
し
た
よ
う
に
常
識
的
に
は
矛
活
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
実
際
の
所
を
い
え
ば
、
横
渠
は
太
虚
と
は
宇
宙
に
遍
在
す
る
気
の
状
態
i

!
と
り
わ
け
そ
の
理
念
的
か
つ
純
粋
な
る
状
態

l
lを
意
味
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ち
、

ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
の
よ
う
に
容
器
と
し
て
の
虚
空
と
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
矛
盾
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
横
渠
の
場
合
、
気
の
紫
散
H

つ
ま
る
と
こ
ろ
H

気
に
よ
る
充
実
を
太
虚
と
称
す
る
H

も
の
な
の
で
あ
る
。

一
遍
在
そ
れ
自
体
を

υ
虚
空
H

と
称
し
て
把
捉
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、

ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
を
、
あ
え
て

曲
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
こ
に
見
出
し
た
矛
盾
を
、
ど
の
よ
う
な
形
で
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

い
さ
さ
か
気
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
い
う
。



こ
う
し
た
考
え
に
適
当
な
意
味
を
付
与
す
る
の
に
は
、
空
間
を
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、

一
様
に
つ
ら
な

る
部
分
か
ら
な
る
実
体
で
は
な
く
し
て
(
つ
ま
り
容
器
的
な
空
間
と
し
て
把
握
す
る
の
で
は
な
く
i
筆
者
)
、

共
存
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
事
物
の
秩
序
で
あ

る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
:
:
:
こ
れ
ら
事
物
相
互
間
に
お
け
る
秩
序
は
常
識
的
な
原
則
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
関
連
の
あ
り
か
た
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す。

(
7
節
)

こ
れ
に
よ
る
と
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
空
間
そ
の
も
の
の
捉
え
方
を
根
本
か
ら
変
更
し
て
、
物
事
の
秩
序
に
お
い
て
成
立
す
る
空
間
を
考
え
よ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
空
間
観
念
が
、

西
洋
哲
学
史
上
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
空
間
観
念
に

も
と
さ
つ
い
て
も
う
い
ち
ど
太
虚
に
光
を
あ
て
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
太
虚
と
は
、
気
の
秩
序
(
緊
散
J
遍
在
)
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
空
間
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
虚
空
、
却
気
な
り
」
も
、
気
の
秩
序
的
存
在
こ
そ
虚
空
で
あ
る
、
と
解
し
う
る
。
す
な
わ
ち
虚
空
を
容
器
的
空
間
(
万
物
を
内
に
包
み
こ
む
大
空
間
)
と
し
て
考
え
る
の
で

は
な
く
、
万
物
の
存
在
そ
の
も
の
が
空
間
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
O

H

至
高
の
充
実
H

も、

ま
さ
に
文
字
通
り
(
緊
散
す
る
気
の
)

充
実
こ
そ
が
太
虚
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
考
え
て
く
る
と
、
太
虚
を
無
間
以
大
の
大
い
な
る
容
器
的
空
間
と
考
え
、
物
質
的
気
の
緊
散
は
そ
の
内
に

お
い
て
在
る
、

と
す
る
解
釈
よ
り
も
、
気
の
普
遍
的
秩
序
的
存
在
そ
れ
自
体
が
太
虚
と
い
う
空
間
を
成
立
せ
し
め
る
、

と
い
う
理
解
の
方
が
横
渠
自
身
の
表
象
に
妥
当
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
る

D

と
す
る
と
、
中
国
に
お
け
る
空
間
意
識
は
一
般
に
、

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
の
ご
と
き
容
器
的
空
間
に
限
定
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
こ
と
に
な

る
。
た
と
え
ば
朱
子
が
形
而
上
的
な
理
を
空
間
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
説
明
し
た
と
考
え
ら
れ
る
文
を
み
て
み
よ
う
。

天
下
の
理
は
至
虚
の
中
に
歪
実
者
の
存
す
る
有
り
、

歪
無
の
中
、

至
有
者
の
存
す
る
有
り
。
(
『
性
理
大
全
』
巻
三
十
四
、
性
理
六
、
理
)

こ
の
文
な
ど
は
明
ら
か
に
気
の
秩
序
に
よ
る
空
間
表
象
を
も
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
が
理
を
空
虚
か
つ
充
実
と
し
た
典
拠

は
、
太
虚
で
は
な
く
右
の
朱
子
の
文
に
求
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
問
題
を
空
間
表
象
に
お
く
な
ら
ば
、
地
ハ
拠
の
問
題
は
さ
し
て
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

うは
形
の
希
微
な
る
も
の
な
り
。

か
か
る
空
間
観
の
歴
史
的
遡
源
は
、
中
国
に
お
い
て
は
じ
つ
は
あ
る
程
度
可
能
な
の
で
あ
る
。
唐
の
劉
国
錫
は
「
い
わ
ゆ
る
無
形
の
ご
と
き
は
空
に
あ
ら
ざ
る
や
。
空

用
を
為
す
は
垣
に
有
に
資
る
。

体
を
為
す
や
物
に
妨
げ
ら
れ
ず
、

必
ず
物
に
依
り
て
后
、
形
あ
り
」

(
『
劉
夢
得
文
集
』
巻
二
寸
「
天
論
」
)

と
い
う
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
張
横
渠
の
先
縦
と
し
て
み
る
こ
と
の
で
き
る
空
間
観
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
横
渠
よ
り
後
位
に
く
だ
っ
て
み
る
と
、
清
の
方
以
智
な
ど
は
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「
一
切
の
物
は
気
の
為
す
所
な
り
、
空
は
気
の
実
た
す
所
な
り
」
(
『
物
理
小
識
』
、
天
類
、
気
論
)
と
い
う
し
、
同
じ
く
清
の
主
夫
之
は
「
虚
空
は
気
の
量
な
り
。
気
は
弥
論

し
て
無
涯
、
希
微
に
し
て
形
あ
ら
ざ
れ
ば
則
ち
人
、
虚
空
を
見
て
気
を
見
ず
。
お
よ
そ
虚
空
と
は
み
な
気
な
り
」
(
王
夫
之
『
張
子
正
蒙
』
注
)
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
中
国
人
の
空
間
把
握
に
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
方
向
に
あ
る
も
の
が
か
な
り
あ
っ
た
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
日
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
な
絶
対
空

関
の
方
向
に
あ
る
も
の
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
:
:
:
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
さ
ま
さ
ま
な
空
間
把
握
が
か
つ
て
の
中
国
に
は
存
在
し
た
可
能
性
が
濃
厚
に
な
っ
た
今
、
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
的
時
空
一
観
を
ふ
く
め
て
、
あ
ら
た
め
て
中
国
思
想
中
の
時
空
観
を
展
望
す
る
な
ら
ば
、
従
来
と
は
ま
っ
た
く
こ
と
な
る
風
景
が
そ
こ
に
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う

こ
と
が
予
想
で
き
る
。
し
か
し
今
こ
こ
に
そ
の
検
討
を
す
す
め
る
準
備
は
な
い
し
、

「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
中
国
患
想
解
釈
」
と
い
う
テ

i
マ
と
は
方
向
が
少
し
く
こ
と
な

っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
空
間
論
の
検
討
は
ひ
と
ま
ず
こ
こ
ま
で
と
し
よ
う
。

お

わ

り

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
『
中
国
自
然
神
学
論
』
は
、
決
し
て
中
国
思
想
を
中
国
思
想
に
内
在
す
る
論
理
に
沿
っ
て
解
釈
・
体
系
化
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
一
口
に

中
国
思
想
、
あ
る
い
は
よ
り
狭
く
宋
学
に
限
定
し
て
も
、

そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
者
・
哲
学
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

一
筋
縄
に
く
く
っ
て
し
ま
う
の
は
容

易
で
は
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
(
間
接
的
で
は
あ
る
が
)
『
性
理
大
全
』
と
い
う
整
理
さ
れ
た
資
料
に
よ
っ
て
解
釈
を
す
す
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
宋
学
一
般

を
体
系
的
に
と
ら
え
、
さ
ら
に
そ
れ
を
古
代
よ
り
綿
々
と
つ
づ
い
て
き
た
中
国
固
有
の
思
想
体
系
の
顕
現
と
し
て
捉
え
つ
く
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
知
的
集
中
力
に
は
端

仮
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
ま
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
と
中
国
思
想
と
の
性
格
的
な
差
異
と
し
て
、

一
種
の
論
理
的
な
強
靭
性
の
差
異
が
う
か
が
わ
れ
た
。
た

し
か
に
そ
ナ
ド
的
構
造
と
中
国
の
鬼
神
世
界
と
に
は
そ
の
有
機
的
性
格
・
階
摺
的
構
造
な
ど
に
お
い
て
類
似
点
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
が
そ
ナ
ド
的

構
造
に
も
と
守
つ
い
て
展
開
す
る
論
理
の
徹
底
性
に
比
し
て
、

た
と
え
ば
朱
子
に
み
ら
れ
る
論
理
的
な
脆
弱
性
i
i
l理
の
存
在
論
的
性
格
の
不
徹
底
(
生
成
者
と
し
て
の
意
義

を
排
除
し
き
れ
て
い
な
い
点
、
あ
る
い
は
理
先
気
後
説
の
複
合
的
意
味
な
ど
)
、

な
い
し
太
極
の
思
想
体
系
内
に
お
け
る
位
置
の
不
安
定
な
ど
l
iーは、

気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
だ
が
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は

一
般
的
に
中
国
思
想
の
弱
点
と
い
う
よ
り
も
長
所
に
な
り
う
る
点
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
塁
側
諸
問
』
を
例

に
あ
げ
る
な
ら
、
そ
の
「
為
政
」
篇
に
お
い
て
孔
子
は
「
孝
」
の
理
念
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
か
ら
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
孝
と
は
何
か
の
大
概
を
把
握
す

る
こ
と
は
で
き
る
が
、

い
わ
ゆ
る
概
念
規
定
と
い
う
見
地
か
ら
す
る
と
、
解
釈
の
幅
が
広
が
り
す
ぎ
る
憾
が
あ
る
。
朱
子
は
孔
子
の
そ
の
言
に
対
し
て
程
子
の
言
を
引
用



し
て
「
お
の
お
の
そ
の
材
の
高
下
と
そ
の
失
す
る
所
と
に
国
り
て
こ
れ
を
告
ぐ
。
ゆ
え
に
閉
じ
か
ら
ざ
る
な
り
」
(
『
論
諮
問
』
「
為
政
」
朱
子
註
)
と
注
釈
す
る
。

つ
ま
り
対
話

を
行
う
相
手
の
才
能
や
欠
点
に
応
じ
て
内
容
を
変
化
さ
せ
る
、

と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
し
て
、
確
か
に
中
国
思
想
に
は
厳
密
な
意
味
で
の
論
理
的
な
一
貫
性

に
欠
け
る
聞
は
あ
る
。
だ
が
思
想
の
実
践
商
か
ら
す
れ
ば
、
状
況
に
応
じ
て
も
っ
と
も
適
切
な
考
え
を
提
示
し
う
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
柔
軟
性
を
も
つ
も
の
と
評

価
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
実
践
性
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

じ
つ
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
自
身
も
中
国
人
・
中
国
思
想
の
優
越
性
を
認
め
て
い
た
。

わ
れ
わ
れ
は
み
ず
か
ら
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
は
し
ば
し
に
わ
た
っ
て
き
わ
め
て
進
歩
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
が
、
こ
の
地
球
上
に
お
い
て
市
民
生
活
の
規
範
を
ふ
く

め
て
わ
れ
わ
れ
よ
り
も
ま
さ
っ
て
い
る
人
々
、
が
い
る
こ
と
を
誰
が
信
ず
る
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、

わ
れ
わ
れ
は
中
国
人
を
さ
ら
に
知
ろ
う
と
学
ぶ
ほ
ど
に
、
中
国
人
こ

そ
そ
の
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
り
に
わ
れ
わ
れ
が
産
業
技
術
に
お
い
て
彼
ら
と
対
等
で
あ
り
、
思
索
の
学
問
に
お
い
て
す
ぐ

つ
ま
り
倫
理
的
規
範
、
現
実
の
生
活
に
適
応
す
る

政
治
、
人
材
の
活
用
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
に
ま
さ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
『
ノ
ヴ
ィ
シ
マ
・
シ
ニ
カ
へ
の
序
文
』
)

れ
て
い
る
と
し
て
も
|
|
こ
れ
を
告
白
す
る
の
は
恥
ず
か
し
い
こ
と
だ
が

l
lた
し
か
に
彼
ら
は
実
践
の
哲
学
、

以
上
、
結
論
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
表
層
的
な
も
の
で
あ
り
、

ま
た
ほ
ん
の
一
端
を
指
摘
し
た
の
み
で
あ
る
が
、
『
中
国
自
然
神
学
論
』
は
、

複
雑
な
様
態
を
示
す
中

留
の
思
想
に
対
し
て
、

西
洋
近
代
の
哲
学
者
が
み
ず
か
ら
の
哲
学
的
構
想
に
も
と
づ
い
て
分
析
し
、
体
系
化
し
た
注
目
す
べ
き
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、
相
似
た
有
機
的
秩
序
世
界
を
対
象
に
し
つ
つ
も
、

西
欧
的
知
性
と
東
洋
的
知
性
と
の
思
惟
の
あ
り
方
の
差
異
を
、

お
の
ず
か
ら
開
示
す
る
も
の
と

し
て
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
了
)

注1 

拙
稿
「
『
中
国
自
然
神
学
論
』
研
究
序
説
l
l
i
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
中
国
知
識
の
形
成

i
l」
(
『
筑
波
中
国
文
化
論
叢
』

2
、

右
掲
拙
稿
、
注
(

8

)

(

口
)
参
君
。

一
7
b
l
k

一
，
寸
ノ
，
ノ

2 (
3
)
 
右
掲
拙
稿
、
注
(
7
)
参
君
。

同
拙
稿
、
第
二
章
第
一
ニ
節
お
よ
び
注
(
必
)
参
着
。

向
拙
稿
、
第
一
ニ
章
お
よ
び
注
(
位
)
(
日
)
参
看
。

同
拙
稿
、
第
三
章
参
君
。

4 (
5
)
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(
7
)
 
本
稿
の
テ
キ
ス
ト
は
吋
形
而
上
学
叙
説
』
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
i
』
と
も
に
清
水
・
飯
塚
・
竹
田
訳
『
世
界
の
名
著
』
(
中
央
公
論
社
、
一
九
六
九
)
に
よ
る
。
こ
れ
ら
の
解
釈
に
は
永
井

博
『
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
研
究
l
科
学
哲
学
的
考
察
』
(
筑
・
摩
書
一
局
、
一
九
五
回
)
に
多
大
の
恩
恵
を
う
け
た
。
ま
た
山
本
信
『
ラ
イ
プ
ニ
ツ
ツ
哲
学
研
究
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五

一
一
一
)
、
池
田
善
昭
『
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
哲
学
の
新
解
釈
』
(
南
窓
社
、

一
九
七
五
)
な
ど
に
も
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

8 

『
形
而
上
学
叙
説
』

9
節。

(
9
)
 
同
9
節。

(
日
)

向
9
節。

11 

同
は
節
。

12 

同
比
節
。

13 

桂
寿
一
訳
、
岩
波
文
庫
。

14 

山
本
信
『
ラ
イ
ブ
ニ

y

ツ
哲
学
研
究
』
一
一
一
ニ
頁
。

15 

『
形
而
上
学
叙
説
』
ロ
節
。

16 

同
時
節
。

17 

間
9
節。

18 

関
白
節
。

19 

関
川
品
節
。

20 

『
モ
ナ
ド
ロ
ジ

l
H
1
筋。

(
れ
)

同
3
節。

22 

同
4
節。

(
幻
)

同
5
節。

24 

間
6
節。

25 

同

η
節。

26 

向
山
節
。

(
幻
)

同
日
節
。

(
お
)

同
日
節
。



29 

同
9
節。

30 

向
犯
節
。

31 

関
口
節
。

(
幻
)

(
お
)

コ
H
4
P
O
作
円
ド

O

F

作
什

plahnH

同
判
、
社
節
。

(
出
)

向
付
制
節
。

(
お
)

同
臼
節
。

(
部
)

時
初
、
泊
節
。

(
幻
)

同
1
、
3
節。

(
持
)

山
本
信
前
掲
書
、
ニ
七
五
J
二
七
六
頁
。

(
拘
)

永
井
博
前
掲
書
、
一

山
本
前
掲
書
、
二
二
七
頁
。

4
0四
頁
(
注
四
ご
。

(
却
)

(
社
)

永
井
前
掲
書
、
二
三
四
頁
。

(
必
)

永
井
前
掲
書
、
五
一
一
頁
。

永
井
前
掲
書
、
五
三
頁
。

(
必
)

(
斜
)

前
掲
拙
稿
「
『
中
国
自
然
神
学
論
』
研
究
序
説
」
第
二
章
第
二
節
参
君
。

永
井
前
掲
書
、
二
三
六
頁
。

(
必
)

(
必
)

(
訂
)

永
井
博
『
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
』
(
勤
草
書
一
局
、
思
想
学
説
全
書
、
一
九
五
八
)
第
三
章
参
着
。

後
藤
末
雄
『
中
国
思
想
の
フ
ラ
ン
ス
西
漸
』
(
平
凡
社
、
東
洋
文
庫
、
一
九
六
九
)
巻
二
、
九
四
一
氏
以
下
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
巧
三
戸

t
宮
0
5
2
E
Z
え

F
2
2
5
5
ζ
5
5
5
2
2
5
5
0
わざロ命的内・
3

上
海

5
0
N
吋
ぬ
℃
吋
・
台
北
、

5
0吋
参
君
。

(
必
)

(
必
)

以
下
引
用
書
名
を
記
さ
ず
に
節
番
号
の
み
記
す
も
の
は
『
中
国
自
然
神
学
論
』
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

51 

ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
、

2
節。

ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
六
頁
。
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
の
書
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
弓
中
国
自
然
神
学
論
』
研
究
序
説
」
注
(
川
町
)
参
着
。

50 

哲
学
・
思
想
論
集

第
八
号

朱
子
の
理
・
気
を
「
形
相
」
と
「
質
料
」
と
す
る
説
は
従
来
朱
子
学
の
体
系
的
理
解
に
お
い
て
重
要
な
貢
献
を
な
し
て
き
た
が
、
近
年
、
安
田
二
郎
(
『
中
国
近
世
思
想
研
究
』
一
九

-L. 

/ .... 

(
臼
)



『
中
思
自
然
神
学
論
』
研
究

六
回

白
人
)
、

ニ
i
ダ
ム
(
『
中
国
の
科
学
と
文
明
』
日
訳
第
三
巻
、
一
九
七
五
)
、
島
田
慶
次
(
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
岩
波
新
書
)
、
山
田
鹿
児
(
『
朱
子
の
自
然
学
』
岩
波
、

等
に
よ
り
、
新
た
な
説
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
各
蓄
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
臼
)
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、

2
節。

一
九
七
八
)

(
日
)

同
2
節。

(
出
)

同
2
節。

(
回
)

同
2
節。

(
日
)

ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
、
六
頁
。
本
稿
、
注
(
印
)
参
君
。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
か
ら
の
引
用
。
以
下
ロ
ン
ゴ
パ
ル
一
ア
ィ
の
書
よ
り
の
引
用
は
こ
の
よ
う
に
記
す
。
注
(
印
)
参
君
。

サ
ン
・
マ
リ
ー
よ
り
の
引
用
頁
数
。
以
下
、
サ
ン
・
マ
リ
ー
か
ら
の
引
用
は
こ
の
よ
う
に
記
す
。
サ
ン
・
マ
リ
!
の
書
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
、
注
(
臼
)
参
着
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
「
侶
体
的
実
体
」
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
本
稿
、
第
一
章
第
一
節
参
着
。

ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は

9
節
で
こ
の
文
を
引
用
し
て
い
る
が
、
「
太
極
」
に
関
す
る
と
こ
ろ
を
省
略
削
削
除
し
て
引
用
し
て
い
る
。

(
部
)

(
印
)

(
印
)

(
日
)

62 

物
体
が
実
体
た
る
た
め
に
は
実
体
形
相
が
必
要
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
形
而
上
学
叙
説
』
却
節
参
君
。

一
九
八

O
)
五一

i
五
二
頁
参
着
。

(
出
)

(
臼
)

山
井
湧
『
明
清
思
想
史
の
研
究
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、

こ
の
混
同
の
生
じ
た
原
因
は
、
朱
子
の
「
太
極
は
只
是
一
箇
の
気
な
り
」
(
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
六
、
理
気
一
、
太
極
)
と
い
う
き
わ
め
て
解
釈
困
難
な
一
節
に
も
と

ξ

つ
い
て
い
た

か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
朱
子
の
一
節
に
つ
い
て
は
山
井
前
掲
書
、
七
八
J
七
九
瓦
参
照
。

65 

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
お
節
。

66 

こ
の
リ
ッ
チ
の
意
見
は
、
ロ
ン
ゴ
パ
ル
デ
ィ
の
八
十
四
頁
か
ら
の
ほ
ぼ
孫
引
き
で
あ
る
。
そ
し
て
一
ブ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
結
論
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

サ
ン
・
マ
リ
l
、
八
九
頁
。

67 (
鴎
)

(
的
)

ヨ
サ

t
、、守
U
Tゴ、。

ロ
H
・
ノ
」
ノ

τ』

同
八
九
頁
。

70 

拙
稿
「
『
中
国
自
然
神
学
論
』
研
究
序
説
」
第
二
章
第
四
節
に
す
で
に
引
用
し
た
。
参
君
。



A Study of“Discours sur la Theologie仰 turelledes Chinois": 

Leibniz and Chinese Thought 
哲
学
・
思
想
論
集

Nobuo HORlll札ミ

It is well known that G. W. Leibniz， a famous philosopher of modern Ge1'maロy，

was interested in China and Chinese civilization. His stlldies became not only 

exotic bllt fairely detailed until his death in 1716. A significant amount of his time 

devoted to China， and his later cor1'espondence in 1716 to Nicholas de Remond， a 

F1'ench Platonist， was known as a“Discours sur la tlzeologie natul〆elledes Clzinois"， 

one of impo1'tant works on Chinese thought w1'itten by Europian philosopher. 

The content of it is an inte1'p1'etation of Neo・Confllcianthought from the view 

point of natu1'al theology， whe1'e he identified Li JlJ! 01' T，αiji太極 ofNeo司Confucianism

with Christian God or form， Qi気 withmatter， Kuei-shen鬼ネ111 with spiritual 

substance. Though he constituted Neo・Confucianphilosophical structure similar to 

his own philosophical structure of !l1onade， there was a di百erencebetween Western 

logical way and Chinese practical way which was signified by Leibniz' conclusive 

arguments. 

第
八
号

六
五
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