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樋

兀

和

一

然
し
そ
れ
に
し
て
も
、
我
々
の
跡
付
け
は
先
所
有
論
え
の
そ
れ
に
先
立

っ
て
、
更
に
所
有
論
発
生
の
源
泉
と
な

っ
た
初
期
の
作
品
の
動
向

の
把
握

に
赴
む
く
必
要
に
迫

ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
か
か
る
把
握
を
拠
棄
は
勿
論
閑
却
し
て
も
、
思
惟

の
内
外

に
亘
り
推
進
さ
れ
た
存
在
と
所
有

の
対
質
並
に
両
者
を
横
切

っ
て
差
し
か
け
ら
れ
る

死
生
の
対
決
と

い
う
両
様

の
問
題
の
重
複
的
纒
綿
を
最
終
的
に
解
き
ほ
ぐ
す

こ
と
が
不
可
能

に
な
る
と
看
傲
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
我

々
は
か
か
る
必
要
性

の
根

拠
に
初
期
の
作
品
を
貫
い
た

マ
ル
セ
ル
思
惟

の
実
践
的
性
格
を
据
え
る
。

マ
ル
セ
ル
の
所
有
論

の
展
開
は
存
在
論
と
共
に
、
か
か
る
初
期
に
培
わ
れ
繭
芽
の
中

に
潜
勢
的

に
陰
約
さ
れ
た
実
践
的
思
惟

の
顕
勢
化

の
過
程

で
あ
る
と
言

っ
て
も
過
言
で
な
い
。
処
で
か
か
る
実
践
的
思
惟
が
根
づ
く

の
は

マ
ル
セ
ル
自
身

の
呼
称
に
従

っ
て
述

べ
る

と
、
生
け
る
主
体
性
で
あ
る
。
当
時
の

マ
ル
セ
ル
が
如
何
に
か
か
る
呼
び
か
け
に
そ
の
実
践
的
思
惟
を
凝
集
し
て
か
か

っ
た
か
は
当
時
を
回
顧
し
て
物
さ
れ
た
次

の
表
述

に
端
的
に
う
か
が
わ
れ
る
。

「
当
時
ケ

ル
ケ
ゴ
ー

ル
を
全
く
知
ら
な
か

っ
た
私
で
は
あ
る
が
、
彼
の
許

で
は
青
春
の
泉

(8
募
巴
=
①
紆

}○
⊆
<
①
コ
「8
)
で
あ

っ
た
か
か
る
生

け
る
主
体
性
に
近
付
こ
う
と
努
め
乍
ら
方
式
を
誤

っ
た
為
に
疲
れ
果
て
て
い
た
…
…
」

此
処
で
マ
ル
セ
ル
が
当
時
と
呼
ん
で
い
る
の
は

マ
ル
セ
ル
の
不
定
型
の
ま
ま
書
き
と
め
ら
れ
た
翌
作

の
体
裁

に
於
け
る
哲
学
的
処
女
作
と
も
言
う

べ
き

『
形
而
上
学
日

㈲

誌
」

(』。
ニ
ヨ
巴

ヨ
傘
磐
ξ
。。一〇
二
①
)

の
発
刊
に
先
立

つ
十
数
年
間
に
亘
る
年
代
で
あ
る
。
上
掲
の
回
想
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
此
の
年
代

に
マ
ル
セ
ル
が
哲
学
追
及
に

想

い
悩
ん
だ
こ
と
は
更
に
そ
れ
に
先
立

つ
約
数
ケ
年
に
亘
る
修
学
期
間
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
そ
の
最
初
の
研
究
発
表

の
期
間

の
研
究
行
程
の
行
詰
り
を
示
唆
す
る
も

の
と
し
て
意
味
が
深
い
。
か
か
る
修
学
期
間
に

マ
ル
セ
ル
が
接
し
、
そ
の
哲
学
的
思
嚢
を
肥
や
す
に
役
立

っ
た
も
の
は
、
カ
ン
ト
哲
学
か
ら
始
り
、

ベ
ル
グ

ソ
ン
、

ス
ペ

ン
サ
i
、
ブ
ラ

ッ
ド
レ
ー
の
哲
学
を
経
て
、

コ
ー
ル
リ

ッ
ジ
に
及
ぶ
諸
哲
学
思
想
で
あ
る
。

マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題

(承
前
)
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る
分
析
に
超
出
す
る
点
で
有
限
と
の
併
置
に
屈
し
な

い
。

そ
れ
を
敢
て
併
置
し
な
が
ら
問
題
解
決
を
企
て
て
か
か
る
処
に
"

ラ
ツ
ド
レ
嵐

の
新

↑

ゲ
リ
ヤ
ン
の
無
限

観

の
偽
証
性

真
無
限
と
無
際
限
と

の
混
同
i

が
あ
る
。
そ
れ
は
無
限
が
絶
対

の
名
に
於

て
有
限
を
排
除
す
る
意
味
で
な
く
、
有
限
的
認
識
の
不
当
な
拡
大
を
抑
え

て
、

「
絶
対
を
以
て
有
限
の
真
理
と
無
と
を
…
…
自
ら
の
中
に
含
む
体
系
と
し
て
考

え
て
か
か
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

か
か
る
自
己
内
包
含
は
先
づ
有
限
の
真
理
が
ど
ん
な
意
味
で
可
能
か
と
問
う
必
然
性
に
よ

っ
て
有
限
の
観
念
を
深
化
す
る
こ
と
を
前
提
す
る
。
か
か
る
深
化
は
限
定
的

認
識

の
秩
序
に
於

て
実
在
を
目
指
す
有
限
な
思
惟

に
と

っ
て
は
実
在
は
現
存
し
え
な
い
と
い
う
結
論
に
行

つ
く
。
こ
の
こ
と
は
絶
対
的
明
識
が
有
限
な
思
惟

の
極
標
と
し

て
は
現
存
出
来
な
い
こ
と
に
通
じ
る
。
か
か
る
現
存
無
は
現
存
を
め
ぐ

っ
て
内
在
的
弁
証
法
か
ら
超
越
的
弁
証
法
え
の
回
向
を
不
可
避
化
す
る
。
内
在
的
弁
証
法
が
相
対

的
思
惟
に
対
応
す
る
と
、
絶
対
的
弁
証
法
は
絶
対
的
思
惟
に
対
応
す
る
。
此
処
で
思
惟
に
於
け
る
相
対
絶
対
の
区
別
は
現
存
を
思
惟
の
本
質
に
か
か
わ
る
極
標
契
機
と
看

倣
す
か
否
か
に
か
か
る
。
こ
の
こ
と
は
相
対
的
で
有
限
な
思
惟
が
意
識

一
般

の
名
に
於
て
現
存
を
自
己
え
の
所
与
的
存
在
と
看
徹
す
反
面
に
於
て
、
自
己
を
以
て
自
己
が

条
件
付
け
る
現
存
か
ら
解
放
さ
れ
た
も
の
と
し
て
直
接
的
に
は
現
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
入
は
そ
れ
に
よ

っ
て
現
存
の
見
地
に
関
す
る
根
本
的
な
相
対
性
を
覚
知
す
る
。

と
い
う
の
は
現
存
が
本
質
を
内
在
的
に
荷
担
す
る
に
し
て
も
荷
担
は
有
限
な
思
惟

の
名
に
於
け
る
荷
担
的
措
定
者
を
予
想
し
、
斯
く
し
て
現
存
は
措
定
さ
れ
る
と
同
時
に

否
定
さ
れ
る
限
界
の
継
起
と
し
て
の
生
成

に
於
て
解
消
す
る
か
ら
で
あ
る
。

之
に
対
し
て
絶
対
的
思
惟
に
就
て
は
か
か
る
生
成
言
換
え
る
と

内
在
的
発
展
は

再
見
さ
れ
な
い
。

此
処
で
は
凡
て
が

先
づ
持
続
の

『
限
界
集
中
』

(8
昌
8
三
鑓
ω同oロ
ー

藝

①
)
と
し
て
の
舞

間
性

(一.凶三
①
ヨ
℃
o
邑

)

に
集
中
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
・

我

々
は
此
処
で

マ
ル
セ
ル
が

熱

対
思
惟
か
ら
凡
ゆ
る
意
識

の
性
格
を
引
去
る
」
と
い

う
発
言
を
重
視
す
る
。
と
い
う

の
は
意
識
を
持
続

の
集
中

の
極
限
と
し
て
捉
え
、
か
か
る
極
限
に
就
く
絶
対
意
識
が
有
限
意
識

の
展
開
を
自
己
の
巻
戻
さ
れ
た
制
限
と
し

て
措
定
す
る
が
、

そ
の
反
面
に
於
て
か
か
る
絶
対
意
識
に
よ
り
立

つ
絶
対
明
識
自
体

の
執
意
識
性
を
排
除
す
る
処
に

絶
対
思
惟
を

据
え
て
か
か
る
か
ら
で
あ
る
。

端
的

に
言
う
と
、

マ
ル
セ
ル
は
絶
対
明
識
が
意
識
の
働
き
に
内
在
し
な
い
意
味

に
於
て
こ
の
語
が
実
在
と
し
て
の
存
在
に
適
用
出
来
な
い
と
看
傲
す
の
で
あ
る
。

然
し
、
如
何
な
る
意
味
に
於

て
存
在
は
意
識

の
働
き
に
内
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
。
此
処
で
マ
ル
セ
ル
の
追
及
は
絶
対
明
識
の
自
己
否
定
か
ら
、
後
段

の
思
惟
の
存
在

え
の
関
与
の
問
題
に
移
る
。
此
処
で
先
づ

マ
ル
セ
ル
が
衝
く
の
が
カ

ン
ト
に
於
け
る
認
識
の
主
体
性
の
貫
徹
に
附
ま
と
う
不
可
認
識
者
と
し
て
の
純
粋
主
体

の
困
難
と
矛

盾
性
で
あ
る
。
純
粋
主
体
と
し
て
の
不
可
認
識
者
は
そ
れ
が
自
己
前
客
体

(o
σ
蒼

α
o<
§
け
三
白

曾
①
)
と
し
て
措
定
さ
れ
る
が
、
か
か
る
主
体
の
二
重
性
は
凡
ゆ
る
実

在
的
射
程
を
欠
く
。
そ
れ
は
純
粋
主
体
の
認
識
を
、
措
定
す
る
働
き

(㊤2
①
)

に
吊
り
下
げ
る
意
味
で
被
限
定
よ
り
も
限
定
の
立
場
に
立

つ
有
限
な
思
惟
に
内
在
化
さ
せ
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る
か
ら
で
あ
る
。
処
が
純
粋
主
体
の
有
限
思
惟
に
対
す
る
関
係
は
限
定
的
で
あ
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
限
定
を
措
定
に
移
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
も

の
で
も

な
い
。
存
在
と
し
て
の
実
在
え
の
関
与
は
認
識
で
は
な
く
、
そ
れ
を
超
え
る
秩
序
に
属
す
る
。
純
粋
主
体
は
客
体
化
さ
れ
な
い
点
で
不
可
認
識
的

で
あ
る
が
、
不
可
思
惟

的
で
な
く
て
思
惟
可
能
で
あ
る
。
関
与
と
は
純
粋
主
体
を
存
在
と
し
て
非
客
体
的
超
認
識
的
に
措
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
限
り
関
与
も
思
惟
に
服
す
る
が
、
そ
れ
は

限
定
的
客
体
的
従

っ
て
認
識
的
意
味

で
思
惟
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

然
し
純
粋
主
体
を
主
体
的
非
認
識
的
に
措
定
す
れ
ば
、
関
与
の
観
念
自
体

に
内
属
す
る
矛
盾
を
顕
勢
化
す
る
外
な
く
な
る
。
む
し
ろ
矛
盾
は
関
与

の
措
定

の
行
為
に
ょ

っ
て
の
み
隆
起
す
る
。
此

の
場
合

の
矛
盾
は
関
与
の
行
為
と
反
省

の
行
為
と
の
間
に
不
可
両
立
性

(論
理
的
不
連
続
)
が
在
る
と

い
う
事
実

に
必
然
的
に
関
係
す
る
。
即

ち
純
粋
主
体
と
し
て
の
思
惟

の
存
在
え
の
関
与
は
そ
れ
を
措
定

(観
念
え
改
変
)
す
れ
ば
反
省
が
そ
れ
を
矛
盾
視
せ
ず

に
居
ら
れ
な
い
行
為

で
あ
る
が
、
か
か
る
反
省
に

よ
る
措
定

の
取
除
き
に
よ

っ
て
関
与
を
純
粋
単
純
に
滅
殺
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
此
処
で

マ
ル
セ
ル
が
仮
定
的
に
言
及
す
る
か
か
る
実
在
的
行
為
は
凡
ゆ
る
思
惟

に

先
行
す
る
行
為
で
あ
る
が
、
反
省
だ
け
が
か
か
る
行
為

の
芯
部
に
於
け
る
矛
盾
を
発
見
す
る
。
か
か
る
発
見
は
矛
盾
を
関
与
と
い
う
原
初
的
行
為

(碧
お

団コ
三
巴
)
え
投

企
す
る
反
省
を
第

二
行
為
視
し
な
が
ら
、
そ
の
機
能
が
関
与
の
行
為
の
内
容

の
顕
勢
化

に
の
み
存
す
る
と
看
倣
す
場
合

に
の
み
適
法
化
す
る
。
処
が
関
与
の
名
に
於
け
る

行
為
的
事
実
は
思
惟
が
矛
盾
に
も
と
つ

い
て
本
質
と
し
て
そ
の
措
定
を
拒
む
観
念
の
事
例

(∩
四
ω)

と
同
様
で
は
な
い
。

そ
れ
か
ら
矛
盾
が
行
為
自
体

に
止
住
せ
ず
、

観

念
え
の
変
改
に
止
住
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

α助「
関
与
は
故

に
今
や
反
省
の
優
先
限
界

(=
∋
ぽ

。゚
ξ
盆

①
⊆
「Φ
)
と
し
て
、

言
換
え
る
と

反
省
が
そ
の
前
に

立
止
ま
る
べ
き
行
為
と
し
て
現
れ
る
。」

そ
の
際
明
識
は

最
早
単

に
不
可
認
識
者

の
限
定

の
意
味

で
の
矛
盾
と
し
て
は
現
れ
な
く
な
る
。
そ
れ
は
不
可
認
識
者
と
し
て
の
自
己
自
身
え
の
呼
び
か
け
が
絶
対
直
接
的
認
識
の
意
味
で

無
矛
盾
否
超
矛
盾
的
に
成
り
立
つ
こ
と
に
通
じ
る
。
此
処
で
反
省
に
先
行
す
る
第

一
行
為
と
し
て
の
関
与
と
、
そ
れ
に
後
続
す
る
関
与
自
体

の
矛
盾

の
発
見
と
い
う
第
二

行
為
と
し
て
の
反
省
は
同

一
行
為

の
与
件
と
し
て
関
係
性
の
揆
無
に
於

て

一
体
化
す
る
。
と
い
う
の
は
此
処
で
は

「
反
省
の

二
つ
の

限
界
と
し
て

の

絶
対
直
接
的
認
識

(
純
観
念
的
)
と
存
在
え
の
関
与
と
は
最
早
相
互
措
定
が
き
か
な
く
な
る
」

か
ら
で
あ
る
。

人
は
そ
れ
も
高
次
の
思
惟
を
予
想
す
る
と
言
う
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
此
処
で
予
想
さ
れ
る
思
惟
は
反
省
自
体
の
思
惟
的
自
己
分
裂
を
挑
無
す
る
意
味
で
の
超
反
省
的

そ
れ
で
あ
る
。
か
か
る
謂
わ
ば
思
惟
的
直
観
の
立
場
か
ら

「
自
己
放
棄
す
る
行
為
が
今
後
我
々
が
信
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
」

こ
と
を
確
認
す

る
。
信
は
存
在

に
も
関
与

一

般
に
も
関
し
な
い
で
不
可
認
識
者
と
し
て
の
主
体

の
存
在
え
の
関
与
に
関
係
す
る
。
そ
の
際
関
与
は
そ
れ
を
客
体
に
改
変
す
る
凡
て
の
分
析
方
法
を
逸
れ
る
神
秘
と
し
て

マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題

(承
前
)
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本
質
的
に
は
現
れ
る
。
そ
れ
と
相
関
的
に
神
は
行
為
を
内
的
に
思
惟

に
結
ぶ
如
き
行
為
に
於
て
の
み
信
に
よ

っ
て
捉
え
ら
れ
る
。
従

っ
て

マ
ル
セ
ル
に
於
て
か
か
る
信
に

関
し
て
、
先
述
の
相
互
措
定
を
絶
対
否
定
的
に
措
定
す
る
こ
と
が
可
能
か
否
か
が
問
題
化
し
、
そ
れ
は
如
何
に
し
て
思
惟

の
そ
れ
自
身
に
よ
る
不
可
認
識
者
と
し
て
の
措

定
が
可
能
か
を
覚
知
す
る
思
惟
の
限
界
措
定
の
問
題
に
転
化
さ
れ
る
。

思
惟
は
最
終
的
に
は
思
惟
者

(o
窪
ω①
三
)

と
し
て
の
自
己
自
身
を

被
思
惟
者

(需
コ
ωひ
①
)
と
し

て
の
自
己
自
身

(認
識
関
係
の
組
成
員
)
に
比
較
し
え
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
自
己
自
身

(ヨ
⑪
ヨ
①
)
を
他
者

(き

寝
①)

化
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

[
脚
惟
は
認
識

の
行
為
を
客
体
と
す
る
が
、
思
惟
は
か
か
る
行
為

に
現
在
す
る
も
の
と
し
て
直
接
再
認
さ
れ
る
」
。
そ
れ
は
思
惟
が
凡
ゆ
る
媒
介
を
超
え
る
超
越
の
行
為

(鋤
∩
↓①

戯
O

】鋤

δ「①
コ
Q◎∩①
コ
α
帥
脱∩
O
)
に
よ

っ
て
自
ら
が
主
体
に
同

一
化
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
通
じ
る
。
之
に
よ

っ
て
主
体
の
認
識
の
立
場
か
ら
の
純
粋
思
惟

え
の
論
理
的
移
行
が
何
故
不
可
能
か
又
そ
う
す
る
こ
と
が
無
限
で
不
毛
な
退
行
え
還
元
さ
れ
る
か
が
了
解
さ
れ
る
。
が
此
処
で
よ
り
本
質
的
問
題
は
か
か
る
見
通
し
に
立

っ
て
マ
ル
セ
ル
が

「
が
か
る
行
為
は
知
的
直
観
で
あ
り
、
そ
れ
は

(
純
粋
主
体
と
し
て
の
)
思
惟
が
客
体
と
し
て
措
定
さ
れ
る
認
識
関
係

の
主
体
と
同

一
な
る
こ
と
が
そ

れ
に
よ

っ
て
確
認
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
…
…
そ
れ
は
明
ら
か
に
信

の
原
初
的
条
件
で
あ

っ
て
、
知
解
の
新
型
を
創
建
す
る
」
と
断
定
し
て
か
か
る
点
に
在
る
。
こ
の
こ
と

は
明
ら
か
に
そ
れ
自
身
不
可
認
識
者
と
し
て
の
思
惟

の
主
体
が

認
識
関
係

の
主
体
で
あ
る
と
同
時
に
、

超
認
識
的

神
秘
関
係

の
主
体
で
も
あ
る
こ
と
の
認
容
を

含
意
す

る
。
そ
し
て
か
か
る
見
通
し
を
新
型
の
知
解
と
し
て
主
知
的
に
意
味
付
け
た
処
に
形
而
上
学
日
誌
に
直
接
先
行
す
る
此
の
段
階
の
マ
ル
セ
ル
の
実
践
的
思
惟

の
歩
み
の
特

異
性
が
あ
る
。

関
与
の
理
論
は
勿
論
以
上
跡
付
け
た

『
覚
え
書
』

第

一
二
で
尽
さ
れ
て
い
な
い
。

更
に
同
じ
く
第

一
四
と
第

一
八
で
再
捉
さ
れ
て
い
る
。

前
者
は

一
九

一
二
年
か
ら

一
九

一
三
年
に
か
け
、
後
者
は

一
九

一
.二
年
か
ら

一
九

一
四
年
に
か
け
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
何
れ
も
小
品
で
第

一
二
の
基
本
線
の
踏
襲

に
於
て
成
り
立

っ
て
い

る
。
我
々
は
此
処
で

『
形
而
上
学
日
誌
』

に
先
行
す
る
、
以
上
摘
録
し
た
諸
作
の
如
く
、
そ
れ
の
発
足
の
源
泉
と
な

っ
た
も
の
で
な
く
、
更
に
そ
れ
の
直
接
の
背
景
と
な

っ
た
も
の
と
し
て

『
ロ
イ
ス
の
形
而
上
学
』
を
挙
げ
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
と
い
う

の
は

『
覚
え
書
」
並
び
に

『
シ

エ
リ

ン
グ
哲
学
と
の
関
係
に
於
け
る

コ
ー

ル
リ
ッ
ジ

の
形
而
上
学
的
観
念
』
が

『
形
而
上
学
日
誌
』
の
成
立
に
源
泉
乃
至
素
地
的
意
味
で
寄
与
し
た
に
対
し
て
、

『
ロ
イ
ス
の
形
而
上
学
』
は
そ
の
分
凝
乃
至
飛
び
地
的
意
味

を
お
び
る
点
で
、
そ
れ
と
相
補
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
ロ
イ
ス
の
形
而
上
学
」

(ピ
9
ζ
σ
富
o
ξ

ω
5
=
①
匹
①
閑
o
く
6①
)
は

一
九
四
五
年

諺
⊆
甑
臼

版

で
発
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
細
部
を
除
く
と

一
九

一
七
年
か
ら

一
八
年
に
か
け
て

『
形
而
上
学
と
道
徳
雑
誌
』
に
公
表
さ
れ
た
も
の
の
再
現
で
あ
る
。
そ
の
序
論
で

マ
ル
セ
ル
は
説
い
て
い
る
。

「
此

の
研
究

で
私
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
教
説
の
主
特
性
を
固
定
し
度
い
。
之
は
こ
こ
半
世
紀
以
来
基
本
的
な
形
而
上
学
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的
問
題
に

一
つ
の
解
決

(そ
れ
は
主
知
主
義
、

実
用
主
義
、

直
観
の
世
紀
と

い
う
夫
々
狭

い
限
界
を
超
え
る
)

を
与
え
る
為
に
な
さ
れ
た
最
も
大
胆
な
試
み
に
対
応
す

る
L
と
。
そ
れ
は
解
釈

の
理
論
が
解
釈
す
る
自
己
と
解
釈
さ
れ
る
世
界
と
に
跨
る
と
い
う
よ
り
、
跨
り
自
体
を
も
自
己
と
世
界
と
の
包
括
的
知
解
に
於
て
超
越
す
る
絶
対

共
同
観

の
ヴ
場

に
拠
り
立

つ
。
此
処
で
マ
ル
セ
ル
は

ロ
イ
ス
の
三

一
性

(ヨ
巴
一。。
ヨ
①
)

が
伝
統
的
認
識
論
と
の
関
係
か
ら

一
つ
の
進
歩
を
し
る
す
点
を
指
摘
す
る
。
か
か

⑱

る
進
歩
は

「
経
験
と
反
省

の
共
通
の
源
泉

に
遡

っ
て
問
と
答

で
手
続
す
る
活
動

の
意
味
で
の
精
神
の
弁
証
法
的
生
と
呼
び
う
る
も
の
を
そ
の
統

一
に
於

て
捉
え
る
こ
と
が

ど
う
し
て
可
能
に
な
る
か
を
示
す
」
点
に
止
住
す
る
。

凡
ゆ
る
弁
証
法
的
な
思
惟
は
そ
の
芯
部
で
問
と
答
が
出
会

い
且

つ
そ
の
事
実
を
識
る
行
為
を
指
向
す
る
。
か
か
る
行
為
が
又
措
定
さ
れ
る
問

の
前
に
赴
む
く

べ
く
、
独

立
的
に
措
定
さ
れ
る
実
在
か
ら
切
離
さ
れ
る
解
釈
者
の
関
与
に
外
な
ら
な
い
。

マ
ル
セ
ル
は
か
か
る
関
与
と
し
て
の
行
為
を
そ
の
侭
存
在
と
し
て
扱
え
る
か
、
そ
れ
と
も

存
在
と
は
か
か
る
出
会
を
実
現
す
る
こ
と
だ
と
言
い
え
る
か
を
立
ち
入

っ
て
吟
味
す
る
。

関
与
と
し
て
の
行
為
と
は
問
答
を
横
切
る
問

い
併
せ
に
赴
む
く
確
実
化
の
経
験
で
あ
る
。
確
実
性

の
そ
れ
で
は
な

い
。
確
実
性
に
於
て
理
性
は
存
在

に
到
達
す
る
行
為

自
体
に
結
び
付
け
る
が
、
確
実
化
即
ち
不
確
実
性

に
附
纒
わ
れ
る
場
合

に
は
理
性
は
存
在
に
到
達

の
行
為
に
結
び
付
け
な
い
。
そ
れ
か
ら
先
掲
の
二
者
択

一
の
問
題
に
光

が
投
じ
ら
れ
る
。
即
ち
行
為
は
そ
の
侭
で
は
存
在
に
値
せ
ず
、
逆
に
存
在
と
は
か
か
る
出
会
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
実
現
に
於
て
問
い
併
せ
が
無
限
に
反
復

さ
れ
る
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い
。

そ
の
為
に
は
先
づ
実
在

の
解
釈
を
分
有
す
る
絶
対
と
相
対
の
両
解
釈
の
相
関
に
先
が
け
て
絶
対
解
釈
が
可
能
と
な
る
絶
対
経
験
に
触
れ
ね
ば
な
ら
な

い
・

動

理
が
可

能
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
確
認
す
る
こ
と
は
そ
れ
を
認
識
す
る
経
験
の
具
体
的
実
在
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
の
・
イ
ス
の
表
述
を
踏
ま
え
て
・

マ
ル
セ
ル
は

融

か
る
絶
対
経
験
が
神
自
体
で
あ
り
、
神
の
全
知
が
全
能
と
意
識
と
自
己
所
有
、
善
性
、
完
全
、
至
福
を
包
容
す
る
L
と
い
う
洞
見
に
及
ぶ
点
を
指
摘
す
る
。
と
い
う
の
は

経
験
又
は
視
像
と
し
て
の
絶
対
は
観
念
の
体
系
を
実
在
化
す
る
、
否
か
か
る
実
在
化
自
体
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
か
か
る
絶
対
経
験
が
相
対
経
験
の
経
め
ぐ
り
に

⑫蝕

よ
る
精
神
の
完
成
に
役
立

つ
と
す
る
と
、
か
か
る
経
め
ぐ
り
は

「
相
対
経
験

の
お
び
る
有
限
性
に
対
す
る
制
圧
的
戦
を
余
儀
な
く
す
る
。」
我

々
が

有
限
性
を

免
れ
よ
う

と
す
れ
ば
、
か
か
る
制
圧
に
進
ん
で
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
其
処
に
展
開
さ
れ
る
の
が
神
聖
認
識
に
通
じ
る
絶
対
解
釈
で
あ
る
。

か
か
る
神
聖
認
識
の
様
相
は
重
複
的
に
差
し
か
け
ら
れ
る
。
先
づ

マ
ル
セ
ル
は

ロ
イ
ス
が
観
念
の
所
有
主
と
し
て
の
我
と
観
念
自
体
と
し
て
の
我
を
識
別
し
、
後
者
に

我
の
真

正
性
を
帰
属
さ
せ
る
点
を
指
摘
す
る
為
に
我
が
そ
れ
に
付
て
持

つ
限
ら
れ
た
意
識
を
溢
出
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
始
め
て
、
我
は
か
か
る
観
念
乃
至
信

で
あ
る

マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題

(承
前
)
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マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題

(承
前
)

囲

と
云
え
な
い
か
と
反
問
し
、

「
我
が
持
ち
、
領
有
し
、
そ
の
凡
て
の
切
子
面

(貯
8
暮
①
ω
)

を
き
ら
め
か
せ
る
観
念
は
最
深
の
意
味
で
私
の
も

の
で
な
く
、

凡
ゆ
る
場
合

我
で
は
な
い
」
と
き
め
付
け
て
い
る
所
説
を
引
用
す
る
。
持

つ
者
と
し
て
の
我
が
他
を
異
類
者
と
し
て
我
か
ら
疎
隔
し
、
生
の
共
有
を
拒
む
に
対
し
、
在
る
者
と
し
て
の

我
は
他
を
同
類
者
と
し
て
扱

い
、
そ
の
生
を
共
有
す
る
。
が
共
有
は
他
相
互
の
離
在
を
遂
に
埋
め
な
い
。
同
類
性
は
究
極
に
於
て
充
足
さ
れ
な
い
。
逆
に
神
聖
計
画

に
も

と
つ
く
統

一
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
と

の
生
の
共
有
は

一
挙
に
招
来
さ
れ
ず
、
自
他

の
同

一
化
を
目
指
し
て
同
類
性
を
具
体
的
に
推
進
す

る
よ
う
我
々
を
駆
り
立
て
る
。

同

一
化
が
現
実
的
に
実
在
化
さ
れ
る
為

に
は
意
識
的
我

の
主
動
性
を
抑
え
な
い
で
逆
に
実
在
そ
の
も
の
た
る
神
の
原
動
を
要
請
す
る
に
至
る
。
と
い
う
こ
と
は
神

の
原

動
を
内
意
識
的
に
辿
る
こ
と
か
ら
、
意
識
を
超
え
る
神
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

か
か
る

ロ
イ
ス
の
解
決
が

マ
ル
セ
ル
に
不
十
分
と
映

っ
た
の
は
意
識
外
の
実
在
者
を
意
識
内

の
可
能
性
の
現
実
化

に
協
働
す
る
名
に
於
て
、
意
識

の
働
き
の
内
部
に
於

け
る
所
与
に
封
じ
、
そ
れ
を
意
識
内
容

の
全

一
化
の
部
分
と
看
傲
し
た
点
に
在
る
。
従

っ
て
そ
れ
に
負
わ
す
神
秘
的
直
観
の
名
に
於
け
る
不
可
分
の
統

一
は
そ
の
完
成
を

し
る
す
弁
証
法
自
体
に
其
れ
自
身
を
吊
り
下
げ
る
と
同
様
に
、
そ
れ
が
内
含
す
る
永
遠
は
時
間
に
身
入
れ
し
乍
ら
そ
れ
を
免
れ
よ
う
と
す
る
思
惟
に
か
か
わ
る
外
な

く
な

る
。
そ
れ
は
実
在
論

の
名
に
於

て
自
ら
が
拒
否
す

る
誤
り
に
再
落
す
る
こ
と
に
な
る
・
そ
し

て

「
凋
:
絶

対
を
要
求
す
る
思
惟
繕

対
を
関
係
付
け
る
こ
と
に
ょ
り
・
要

す
る
に
根
源
的
独
立
に
於
て
絶
対
を
思
惟
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
り
、
絶
対
を
抽
象
的
で
不
斉
合
な
幻
想

(賦
コ
δ
ヨ
①
)
と
す
る
に
至
る
」
と
反
論
す
る
。

か
か
る
反
論
を
支
え
て
い
る

の
は
弁
証
法
的
思
惟
と
絶
対
と
の
二
元
論
の

一
元
的
統

一
の
企
図
が
真

の
絶
対

の
綜
合
的
生
動
的
統

一
に
於

て
解
消
さ
れ
る
と
い
う
見
通

し
で
あ
る
。
か
か
る
解
消
は

ロ
イ
ス
の
形
而
上
学
が
絶
対
存
在
と
し
て
の
神
の
思
惟

に
対
す
る
超
越
性
を
否
認
し
て
、
凡
て
を
見
る
神
を
包
括
的
秩
序

の
頂
点
に
据
え
る

反
面
、

神
の
思
惟
に
於
け
る
内
在
性
を
遺
失
し
て
、

神
が
無
数
の
凝
視

(「①
σq
僧
a
ω
)

に
於
て
我

々
の
個
別
的
経
験

の
変
遷

の
凡
て
に
連
接
す
る
、
弛
ん
だ
統

一
観

に
陥

り
乍
ら
、
之
等

二
つ
の
様
相
を
矛
盾
す
る
外
観
に
於
て
和
解
さ
せ
ん
と
す
る
空
疎
な
努
力
に
陥
る
点
を
看
破
し
、
そ
れ
を
克
服
す
る
方
向
に
於

て
推
進
さ
れ
る
。
要
す
る

に
ロ
イ
ス
風
の
神
観
が
神
の
無
限

の
身
遠
さ
と
無
上
の
身
近
か
さ
と
を
弁
証
法
的
操
作

で
平
板
に
均
り
合
わ
す
意
味

で
厳
密
に
過
ぎ
る
統

一
観
か
ら
真

の
神
性
え
の
肉
迫

参
入
に
就
く
精
神
的
発
展
の
豊
か
な
不
可
予
見
性
を
逸
す
る
点
を
衝

い
て
、
か
か
る
逸
失
を
埋
め
る
必
要
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
・
そ
し
て

勲

ツ
キ
ン
グ

(≦

ρ

=
o匹
コ
伽q
)
の
許

で
正
確
化
さ
れ
る
よ
う
な
存
在
え
の
関
与
の
理
論
が
我

々
の
限
定
す
る
二
者
択

一
を
超
克
さ
せ
る
」
と
群
傲
す
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

マ
ル
セ
ル
が

『
・
イ
ス
の
形
而
上
学
」
か
ら
深
い
感
銘
と
強

い
示
唆
を
蒙

っ
た
の
が

「
脚
…

要
す
る
に
所
有

で
な
く
て
・
存
在
が
問
題
で
あ
る

…
・:
」

の
表
白
に
こ
め
た

ロ
イ
ス
の
自
己
創
造
観

(ω①
壁
マ
①
)
で
あ
る
処
に
、
我
々
は
次
に
述

べ
る

「
形
而
上
学
日
誌
」

の
論
旨
と
の
関
連
に
於
て
深

い
意
味
を
見
出
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す
。
し
か
も
か

か
る
自

己
創
造
は
人
が
虚
無
に
於

て
捉
え
る

一
種

の
飛
躍
で
な
く
て
、
歓
喜

に
於
て
熱
情
的
に
意
欲
さ
れ
る
、
非
実
体
的
魂
と
い
う
意
味
で
の
全
き
自
己

自
身
え
の
固
執

で
あ
る
。
そ
こ
に

『
日
誌
」
を
貫
く
存
在
と
所
有

の
対
置
と
い
う
主
想
の

一
つ
が
築
か
れ
る
素
地
が
培
わ
れ
た
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と

㎝

は

■
私

が
後
に

間
主
体
性

(一、回三
9
,整
三
Φ9

ノ.ま

)

を
極

め

て
強

調
し

た
と
す

る
と
…

…

そ

れ
は

ロ
イ

ス
と

ホ

ッ
キ

ン
グ

の
講
読

で
強
化

確
保

さ
れ

た

…

…

経

験

の
名

に

於

て

で
あ

る
L

と

い
う

述
懐
如

何

に
か

か
わ
ら
ず

維
持
さ

れ
る
。

と

い
う

の
は

か
か
る
間

主
体
性

の
基

盤

に
据

え
ら
れ

る

の
が
問

題
と
神
秘

の
判

別

と

並

ん
で
、
存
在

と

所
有

の
そ
れ

で

あ
る
と
考

え
ら

れ
る
か
ら

で
あ
る
。

其
処

に
又

『
ロ
イ

ス
の
形
而

上
学
」

が

マ
ル
セ

ル
の
所

有
論

の
生
成

の
背
景

に
於

て
占

め

る
独

一
な
意
味

が
あ

る
。

註

ω

O
°

ζ
鋤
『
6Φ
浬

国
コ

警

①
旦

戸

く
Φ
誘

ρ
仁
ユ

伽
〈
①
二

勺

お
刈
ご

℃
」
ρ

駄

O
°
ζ

鋤
『
8
だ

宰

畠

B
①
⇒
冨

空

ま

。゚p
℃
三
ρ
器
し。
.

一暑

&

g

三
8

℃
震

=

8

色

〉
.

ou
巨

p

戸

①
゜

⑧

マ

ル
セ

ル

に
よ

る

と

、
「
私

は

『
形

而

上

学

日

誌

』
は

単

な

る

予

備
作

と

考

え

、
か

ね

て

か

ら

論

考

の

性

格

を
持

つ
作

品

を

何

日

か

制

作

し

よ
う

と
望

ん

で

い

た

。
…

…

私

が

そ

の
刊

行

を
受

け

納

れ

た

の
は

…

…

そ

れ

が

そ

れ

な
り

に
自

足

し

て

い

る

の
と

、

私

の
思

惟

の
様

式

が

教

義

に

類

し

た

完

成
を

排

除

す

る

と

認

め

た

か

ら

で
あ

る

。
」

(O
°
ζ

9
「8
一

穿

跨

①
ヨ
旦

゜
°
も

゜
一ω
O
)

㈲

本

年

代

が

大

体

に
於

て

一
九

〇

九
年

(
時

に

マ

ル

セ

ル

ニ
○

才

)
に
合

格

し

た

学

位

請

求

論

文

向

け

の
或

は

そ
れ

を

め

ぐ

る
覚

え

書

き

執
筆

の
年

代

に
当

る

こ
と

は

ト

ロ
ワ

フ

ォ

ン

テ

ー

ヌ

の

跡

付

け

に

徴

し

て
確

か

め

ら

れ

る
。

ト

ロ
ワ

フ

ォ

ン

テ
ー

ヌ

(カ
。
ぴq
①
「

↓
「。
裂
8

童

器

u。
)

は

マ

ル

セ

ル
哲

学

に

関

す

る

綜

合

的

研

究

の

成

果

と
も

云

う

べ
き

『
実

存

か

ら

存

在

え
」

ラ

(
∪
①

】『
国
×
ゆも。冨
昌
8

帥

じ
、国
言
ρ

、『
o
∋
Φ゚
。
一
2

閏
り
H
⑩
①
cc
)
に
於

て

、

形

而

上

学

日

誌

以

前

乃

至
同

時

代

の
も

の

を

(
一
部

以

後

の
も

の

に
も

触

れ

る
)

成

立

年

代

順

に

手

記

と

し

て
第

二
巻

の

巻

末

に
分

類

し
、

(9

Hρ

陣匿

Ψ゚

戸

閏
゜

℃
°
お

"。
山

ω
)
そ

の
成

立

の
経

緯

に
示

唆

に

富

む

照

明

を

加

え

て

い
る

。

ト

ロ
ワ

フ

ォ

ン
テ
ー

ヌ
は
先

づ

「
日

誌

』

以

前

の
手

記

を

第

一
か

ら

第

二

一二
に
及

ぶ

壬

二
の

覚

え

書

に
分

け

、

更

に

そ

の
中

の
第

=

に

及

ぶ

覚

え

書

を

『
形

而

上
学

日

誌

』

の
起

案

に
先

立

つ
第

一
群

に
、

第

一
二
か

ら

第

二

一二
に
及

ぶ

そ

れ

を

起

案

用

の
第

二

群

に

集
録

し

て

い

る

。

之
等

両

群

の
内

容

的

区
分

は
年

代

的

に
多

少

重
複

す

る

が

、

一
九

〇

九
年

即

ち
学

位

請

求

論

文

の
成

っ
た

年

を
境

目

に
前
後

の

二
期

に
段

別

さ

れ

て

い
る

。

(9

カ
゜

↓
「。
藪
〇
三
巴
器
ρ

U
①

ぐ
国
×
即ω
8
旨

Φ

蝕

疑

ψ

Φ
5

ピ
9

勺
巨

。
°。℃
三
Φ

ユ
Φ
O
.
ζ
費
。
卑

戸

月

お
①
。・
"

,

爵

甲

自

ω
)

因

み

に

プ

ラ

ン
が

序

論

の
形

の
自

註

を
加

え

て
輯

録

し

て

い
る

(前

掲

引

用

書

参

照

)

の
は

以

上

の
両

群

に
跨

る
第

九

、
第

一
二
、

第

一
四

、

第

一
八

の
各

覚

え
書

き

で
あ

る
。

ω

註

㈲

の
学

位

請

求

論

文

用

に

宛

て
ら

れ

た

の
が

本

書

で
あ

り

、

一
九

一
〇

年

初

版

の
折

は

本

文

通

り

ピ
Φ
ω
冠

ひ
①
。・

ヨ
ひ
喜

ξ

ω
5
器

。。

牙

O
。
一Φ
&

ひq
①

α
き

ω

一2

『。・

刀
巷

℃
。
「一。・

碧

8

鼠

℃
ゴ
ま

ω。
〇
三
①

山
①

ω
。
ゴ
①
=
冒
ひq
の
書

名

が

冠

せ

ら

れ

た

が

、

復

刊

さ

れ

た

近

著

で

は
単

に

『
コ
ー

ル
リ

ッ
ジ

と

シ

エ
リ

ン
グ

』

(O
。
す

己
σq
①
2

0◎
。冨

=
ぎ
σq
)

と
銘

打

た

れ

て

い
る

。

㈲

「
事

実

本

書

中

で

の

私

の
或

る

主
張

は
今

日

も
批

判

に
値

す

る
し

、

私

は

コ
バ

ン

(○
①
臣
Φ
ユ
器

O
o
冨

3

)

に

よ

る

コ
ー

ル
リ

ッ
ジ

の
手

帳

の
刊

行

(
現

在

未

完

)

後

、

之
等

の
労

作

は

よ

り

異

っ
た

、

も

っ
と

実

存

的

見

通

し

に
於

て
採

り

上

げ

直

さ

れ

る

こ

と

が

出
来

よ

う

」

(ρ

ζ
碧
8

一

〇
9

邑

αq
①

㊦
け
ω
。
匿

ぎ

σq
糟

評

塁

℃
°
刈
)

㈹

マ

ル

セ

ル
は

本
書

刊

行

の
年

代

(
一
九

六

七

)

に
先

立

つ
十

年

間

に

彼

の
固

有

の

労
作

に
関

す

る

反

省

が

ヨ
。
一

に
於

け

る
詩

人

と

哲
学

者

の
関

係

に
更

に
集

中

し

た

こ

と

に

関

連

し

て

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

も

ホ

ル
デ

ル
リ

ン
、
リ

ル
ケ

、

ト

ラ

ク

ル
に
関

す

る
研

究

で
同

様

の
関

係

に

傾

い
た

こ
と

を

回

想

の
要

が

あ

る

と

指

摘

し

て

い

る
。

(○

Φ
戸

ω
。
ゴ

゜
軍

歌
鋤
8
°
o
°
一
ご

ω

菊
゜

↓
§

ω
{8

芭

昌
①
ω
噂
彦

匹
」

8

叶Φ
ω
き

什σ
『凶①
霞
①
。。
砦

℃
『。
』2

ユ
①

チ
①
ωρ

吝

2

×
噛

戸

目
鱒

℃
'
島

卜。
°

。
h
しd
巨

p

一ぼ
負

唱

」

α

2

δ

゜

一173一

マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題

(承
前
)



マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題

(承
前
)

㈲

ヵ
゜

↓
3
岸
o
ロ
童

器

ω
り
ま
即↑
り

8

お

潔
゜
9

匹
鉱
戸

博げ
尊

u

一
①
゜

㈲

ρ

]≦
碧
8
戸

O
⊆
①
『こ
σq
①
①
酔
Qり
o
冨

岳
昌
σq
り
甲

ひ
{8
ρ

唱
゜
一
〇
°

⑩

マ

ル

セ

ル
に

よ

る

と

、

「ブ

ラ

ッ
ド

レ
イ

に
関

す

る

労

作

に
手

を

つ
け

る

こ
と

が
学

士
号

を
手

に

し

た
後

の

私

の

最
初

の
意

響

で

あ

っ
た
。

…

…
ブ

ラ

ッ
ド

レ

イ

の
何

に
牽

か

れ

た
か

と

問
わ
れ
る
と
、
推
定
的
な
答
し
か
述

べ
ら
れ
な
い
。

『
外
観
と
実
在
』

の
著
者
ブ
ラ
ッ
ド
レ
イ
で
私
を
注
目
さ
せ
た
の
は
形
而
上
学
的
確
認
に
付
い
て
の
強
力
な
感
覚
が
反
省
1

そ
れ
は

ア
ン
グ

ロ
サ
ク
ソ
ン
的
心
理
学
の
伝
統
的
所
与
に
真
の
変
動
を
加
え
た
ー

と
合

一
し
て
い
た
点
で
あ
る
」
。
(ρ

ζ
⇔
容
①一矯
国
口
。冨
見
戸
:
:

℃
°ざ
)

cD

ピ
゜

〉
°

ロ」
鼠
ぎ
"

子
崔

」

や

お

゜

02

冠

ご

凶げ
凶α
」

0
6

P

置

ご

坤ぼ
α
」

唱
゜
①
卜。
°

㈱

置

噛゚

団ぼ
畠
ご

喝
゜
9

°

⑭

剛ρ

彦

α
」

"

①
①
゜

㈲

冠

」

量

ユ
ご

戸

①
①
よ

刈
゜

㈹

ρ
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碧

8

炉

ピ
恥

】≦
ひ
欝
喜

団
ω5

器

ユ
ρ

勉
①

知
亀

o
ρ

ひ
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】≦
8

邑

晦
き

糟

一
逡

9

℃
°
α
゜

㈲

置

ご

崔

α
ご

署

』

置

幽

一
伽
゜

⑯

旨
8

博聾

勾
畠

6
ρ

0
8

8

只
画o
口

o
h
O
o
戸

℃
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念

゜

9

Ω

゜

ζ
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一

]≦
曾

巷
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器
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ρ

℃
°
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㈹

旨

刀
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ρ

↓
プ
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℃
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唄

o
{

じ
畠

巴
固曙

り

,

ω
㊤
b。
'

9

0

°
]≦
⇔
「8

だ

】≦
傘

巷

ξ

ωβ
目
Φ

α
①

刀
o
署

ρ

,

器

゜

⑳

旨

ヵ
o
鴇

ρ

↓

冨

≦

.o
「
崔

p
民

博冨

】
a

三

曾

巴
噸

ρ

朗

℃
°
ω
。。
b。
°

9

0

°

】≦
碧
8

戸

】≦

ひ
母
娼
ゲ
誘

5
ロ
①

α
①

ヵ
o
閤

ρ

や

①
O
°

⑳

旨

】≦
帥
『8

だ

筐

ρ

や
』

一
刈

き

8

卜。
`

励

包

゜

乙
凶α

曽゚

℃
°
bO
卜。
一

㈱

冠

.

登

α
」

娼
』

b。
ω
l
b。
bσ
卜

⑳

マ

ル

セ

ル

の

ホ

ッ
キ

ン

グ

と

の

思

想

的

共

鳴

は

そ

の

実

生

活

に

於

け

る

交

游

の

想

い

出

二

九

六

一
年

私

は

ホ

ッ
キ

ン

グ

と

ニ

ユ

ー

・

ハ

ム

プ

シ

ャ

イ

ヤ

ー

の

隠

棲

所

で

永

遠

の

伴

侶

を

㈱

確

認

し

て

、

『
我

々

』

と

言

う

迄

に

及

ん

だ

…

…

」

(9

0

°

ζ

霞

。9

堕

団
昌

6
ゴ
①
巨

P

<
①
『
ω
ρ
⊆
巴

ひ
く
Φ
一=

℃
°
雪

)

に

も

十

分

偲

ば

れ

る

。

㈱

O

°

】≦
碧

8

剖

】≦
陣
巷

げ
誘

一ρ
⊆
①

畠
①

ヵ
o
饗

ρ

℃
°
置

゜

⑳

ρ

】≦
震

8
拶

国
昌

9

①
己

P

く
①
房

虐

9

ひ
く
①
路

"

層
畳
①
刈
゜

一174一

以
上
の
諸
点
の
考
慮
に
於

て
、
更
に
醗
醸
的
先
所
有
論
の
段
階

の
跡
付
け
に
立
ち
向
う
に
当
り
、
先
づ
指
摘
を
要
す
る
点
は

一
般
的
に
言

っ
て
、
年
代
的
に
は

一
九

一



四
年
か
ら

一
九

二
三
年
に
差
し
か
け
ら
れ
る

『
形
而
L
学
日
誌
」
生
成

の
段
階
が
資
料
的
に
は

『
形
而
ヒ
学
日
誌
』
を
主
脈
に
、

『
ロ
イ
ス
の
形
而
上
学
」
を
支
脈
に
擁

し
て
平
行
的
に
辿
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
勿
論
か
か
る
平
行
は
相
交
わ
ら
な
い
そ
れ
で
な
い
。
と
い
う
よ
り
支
脈
を
思
想
的
貯
水
池
と
し
、
そ
れ
か
ら
多

く
を
汲
む
こ
と
に

よ

っ
て
、

主
脈

は
成
立

っ
て
い
る
。
之
は
主
脈
が
発
想
的
に
は
何
れ
も
以
上
指
摘
し
た
源
泉
か
ら
発
出
し
た
処
か
ら
来
る
当
然

の
成
り
行
き

で
あ
る
。

然
し
そ
れ
に
し
て

も
主
脈
が
先
所
有
論
の
展
開
に
於
て
占
め
る
並
導
的
位
置
と
役
割
は
動
か
な
い
。
更
に
所
有

の
問
題
に
限
定
し
て
採
り
上
げ

る
場
合
、

『
ロ
イ
ス
の
形
而
上
学
』
を
中
心

に
、
そ
れ
が

『
日
誌
」
に
与
え
た
内
容
的
影
響

に
付
て
は
既
に
本
論

二
の
末
尾
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
逆
に

「
日
誌
』
を
中
心
に
、
そ
れ
が
『
ロ
イ

ス
の
形
而
上
学
」

か
ら
蒙

っ
た
影
響
に
付

て
述
べ
る
と
、

『
形
而
上
学
」

の
成

っ
た
年
代

(
一
九

一
八
年
)

以
後
、

「
口
誌
」

に
於

て
所
有
の
問
題
に
関
す
る
言
及
が
積
極
化
し
て
い
る

こ
と
が
指
摘
さ

れ
る
。

か
か
る
作
品

相
互
の
外
面
的
な
比
較
考
察
を
踏
ま
え

『
日
誌
」
自
身

の
内
面
的
な
跡
付
け

に
這
入
る
に
当
り
、
そ
れ
は

『
形
而
上
学

日
誌
」
全
体

に
対
す
る

マ
ル
セ
ル

自
身
の
見
通
し

と
、
そ
れ
に
も
と
つ
く
構
想
上
の
脈
絡
に
即
し
て
行
わ
れ
ね
ば

な
ら
な

い
。
処

で

『
日
誌
』
の
序
言
中
の
次
の
所
説
は
か
か
る
見
通
し
乃
至
構
想
に
付
て
端

的

に
理
解

の
手

が
か
り
を
与
え
て
呉
れ
る

{
本
日
誌
は
全
く
異
る
二
つ
の
部
分
を
含
む
。
即
ち
そ
の
第

一
部
は
…
…
弁
証
法
的
手
続

で
実
在

を
計
量
す
る
凡
て
の
教
説
に

反
対
す
る
方
向

を
辿

っ
た
が
、
結
果
に
於
て
そ
れ
に
与
す
る
に
至

っ
て
い
る
。
…
…
第

二
部
は
之
と
は
全
く
異
る
。
思
惟
の
普
遍
的
条
件
の
深
化
の
中

に
純
粋
神
秘
の
要
素

を
見
出
そ
う
と
す
る
望
み
を
絶

っ
て
、
む
し
ろ
凡
ゆ
る
合
理
主
義
が
巧
み
に
ご
ま
化
す
異
常
性
に
私
の
反
省
を
集
中
し
よ
う
と
し
た
。
…
…
然

し
神
秘
的

で
あ
る
と
同
時

に

精
神
の
操
作
に
於
て
主
座
を
占
め
る
目
的
性
に
関
し
て
既
知
の
も
の
に
ふ
さ
わ
し
い
出
会

い
に
よ

っ
て
、
私
は
か
か
る
省
察

の
結
果
が
原
初

的
な
私
の
弁
証
法

の
結
論
を

働

接

合
す

る

に
至

っ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

…
…
然

し

第

一
部

は
第

二
部

の
論

理
的

な
腰

石

(oQO
二
げ
餌
ω
Qo
①
「=
①
=
辞)
を
含
む

、
両

者

は
相

互
に

分
離
出
来

な

い
と

信
じ

る
」

か
か

る
所
説

に
も

う
か

が
わ
れ

る
よ
う

に
、
『
形
而

上
学

日
誌

」
は
弁

証
法

の
採

り
上
げ

直

し
に
も

と

つ
く
新

し

い
理
論

の
打

ち
出
し

で
あ

る
。
従

っ
て
当
初

か
ら
所

有

論

に
宛

て

が
わ

れ
た
も

の

で
な

い
。

然

し
存
在

の
問

題
と

並

ん

で
所
有

の
問

題

と

の
対
決

が

か
か
る

理

論
構
成

に
不
可
避

化

さ
れ

る
限

り
、

そ

こ
に
所
有
論

え

の
素

地
が

㈲

啓
開
さ
れ
る
こ
と
は
免
れ
な
か

っ
た
筈
で
あ
る
。
か
か
る
見
通
し
に
於
て
、
我

々
は
更

に
同
序
文
の
末
尾
で

マ
ル
セ
ル
が
ゆ
く
り
な
く
も
吐
露
し
た
述
懐

[
人
は
本
日
誌

の
中
に
、

明
ら
か
に
判
明
さ
れ
た
或
種
の
精
神
能
力

の
接
合
的
努
力

そ
れ
は
先
づ
我
々
の
内
的
見
守
り
を

途
方
に
暮
れ
さ
す
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
、

次
で

神
秘
と

(識
る
人
ぞ
識
る
)
知
慧

の
要
素
を
何
時

の
日
か
収
束
す
る
こ
と
が
そ
こ
で
可
能
と
な
る
よ
う
な
経
験
と
省
察

の
新
し

い
場

に
適
う
よ
う
仕
向
け
ら
れ
た

を
見
よ
う

…
…
」
に
添

っ
て
、
日
誌
全
体
の
所
説
か
ら
、
所
有
論
の
素
地

そ
れ
が
や
が
て
酪
醸
的
先
所
有
論
に
通
じ
る

に
ふ
さ
わ
し

い
も
の
を
指
摘
す
る
こ
と
を
志
し
た
。

マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題

(承
前
)
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マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題

(承
前
)

就
中
我

々
が
そ
の
際
重
視
し
た
の
は
こ
の
表
述
中

の

『
経
験
と
省
察

の
新
し
い
場
」
と
い
う
発
言
で
あ
る
。
之
は

マ
ル
セ
ル
の
所
謂

『
経
験
の
所
有
』
に
通
じ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
発
言
は
或
る
意
味
で
は

『
思
惟

に
よ
る
存
在
の
所
有
』
に
呼
応
す
る
。
か
か
る
呼
応
は
存
在
の
所
有
が
経
験
の
所
有
と
い
う
場
で
摘
録
さ
れ
る

意
図
を
反
映
す
る
。
言
換
え
る
と
存
在
の
所
有
と
い
う
直
接
経
験
の
事
実
は
直
接
的
で
あ

っ
て
も
、
経
験
の
枠
を
出
ら
れ
な
い
限
り
、
経
験

の
所
有
が
目
指
す
立
証
の
手

続
き

の
中
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
こ
で
包
括
的

に
位
置
付
け
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

マ
ル
セ
ル
の

「
私
は
思
惟
と
し
て
の
、
意
志
と
し
て
の
我
自
身

の
、

経
験
的
な
我
自
身
に
対
す
る
関
係
を
措
定
す
る
外
な
い
こ
と
を
発
見
す
る
。
我
は
か
か
る

二
元
論
の
統

一
を
明
識
す
る
彼
方
に
思
惟
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
か
か

る
統

一
は
時
間
の
外
で
の
み
思
惟
さ
れ
う
る
。
之
は
我
が
無
媒
介
に
我
自
身

に
結
付
く
非
時
間
的
な
行
為
に
よ

っ
て
、
意
欲
し
た
も

の
と
し
て
我
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い

と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
」

然
し
か
か
る
我
は
直
ち
に
中
心
で
は
な
い
。
中
心
が
我
を
離
れ
て
な
い
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い
が
、
我
は
飽
く
迄
中
心
付
け

の
主
体
に
と
ど
ま
り
、
中
心
自
体
で
は
な

㈹

い
。
中
心
は
我
が
関
係
的
存
在
と
し
て
関
係
性

の
中
で
位
置
を
占
め
る
処
に
差
し
か
け
ら
れ
る
。

「
形
而
上
学
者
が
立
場

(O
O
Qo一虹
O
コ
)
を
追
及
す
る
病
人
に
な
ぞ
ら
え
ら

れ
る
と
私
が
言
う
場
合
、
私
は
素
晴
ら
し
い
暗
喩
を
用

い
る
こ
と
に
な
る
と
信
じ
る
。
困
難
は
そ
れ
と

の
関
係
に
於
て
か
か
る
立
場
が
限
定
さ
れ
る
中

心
を
判
別
す
る
点

に
在
る
」
と
い
う
表
白
は
当
面
す
る
所
有
の
問
題
に
限
ら
ず

『
形
而
上
学
日
誌
を
も
含
め
て
、
全
著
作
を
貫
流
す
る
基
本
動
向
で
あ
る
。

マ
ル
セ
ル
の
哲
学
的
追
及
は
思

准
に
よ
る
存
在

の
所
有
に
方
向
付
け
ら
れ
た
中
心
付
け
を
め
ぐ

っ
て
原
動
し
、
か
か
る
存
在
の
所
有
が
形
而
上
学
的
精
錬
を
経
て
、
経
験
の
所
有
を
包
括
的
に
中
心
付
け

得
る
こ
と
を
立
証
す
る
処
に
差
し
か
け
ら
れ
た
と
言

っ
て
も
過
言
で
な
い
。
先
掲
の
絶
対
経
験
が
相
対
経
験
を
接
合
的
に
包
越
す
る
と
看
倣
す
所
以
は
其
処
に
在

る
。
然

し
本
論
の
狙

い
か
ら
言

っ
て
、
此
処
で
問
題
に
な
る
の
は
か
か
る
理
論
的
構
想

の
手
続
面
で
の
仕
組
で
な
く
て
、
仕
組
の
条
件
と
し
て
所
有

に
附
托
さ
れ
た
意
味
と
階
位

で
あ
る
。
此

の
段
階
で
所
有

に
附
托
さ
れ
た
意
味
は
理
論
的
把
握

で
あ
り
、
又
階
位
は
即
自
の
そ
れ
で
あ
る
と
う
か
が
わ
れ
、
む
し
ろ
、
即
自
の
階
位
に
即
し
て
使
用
さ

れ
た
故
に
把
握
の
意
味
以
上
の
意
味
が
附
托
さ
れ
な
か

っ
た
と
云
え
る
。

然
し
先
存
在
論
的
醍
醸
の
段
階
が
進
展
す
る
と
共
に
か
か
る
即
自
的
階
位

に
対
応
す
る
直
接
的
な
所
有
観
は
当
然
動
揺
を
免
れ
ず
、
か
か
る
動
揺
は
理
論
的
成
熟
乃
至

㈲

深
徹
と
対
応
し
た
。
処
で

マ
ル
セ
ル
は

一
九

一
九
年

=

一月
三
日
附
の
日
誌
で

「
私
は
更
に
私
が
在
る
も

の
と
持

つ
も
の
と
の
間
に
設
け
よ
う
と
す
る
判
別
が
明
晰
ど
こ

ろ
で
な
い
こ
と
を
偽
り
は
し
な
い
」
と
告
白
し
て
い
る
。
今
之
を
先
に
引
用
し
た
醍
醸
的
先
所
有
論
か
ら
発
光
的
そ
れ
え
の
転
換
を
告
示
す
る
先
掲
の
、

一
九

二
三
年
三

月

一
六
日
附

の
日
誌
と
対
照
す
る
と
、
両
者
は
消
極
と
積
極
と
い
う
差
は
あ

っ
て
も
共
に
所
有
の
問
題
え
の
取
組
の
意
図
を
う
か
が
わ
せ
る
。
然
し
前
者
の
判
別
を
め
ぐ
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る
否

定
的

発
言
は

そ

の
時
点

迄

の
展
開
が
存

在

と
並

ん
で

所
有

の
問
題

に
関
す
る
沈

潜

(°。、凶∋
ヨ
。
薦
。
「)

の
段
階

に
と
ど

ま

っ
た

こ
と
を
逆

証
し
、

又
後

者

の
同

じ
く
判

別
を

め
ぐ
る

肯
定

的

発
言
は

そ

の
時
点

迄

の
展

開

が
同
じ

く
穿

さ
く

(∩
『①
二
ω①
「
)

の
段

階

で
あ

っ
た

こ
と

を

逆
証
し

て

い
る
。

そ

の
限
り

に
於

て
当
面

す

る
醍

醸
的

先
所

㈲

有
論
の
段
階
は
更

に
沈
潜
と
穿
さ
く
の
両
段
階

に
細
分
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

か
か
る
細
分
的
段
別
は
勿
論
先
に
指
摘
し
た

マ
ル
セ
ル
自
身
が

『
形
而
上
学
日
誌
」
に
加
え
た
第

一
と
第

二
の
両
部
に
亘
る
構
想
的
見
通
し
と
そ
の
侭
相
蔽
わ
な
い
。

然
し
全
く
無
関
係
、
無
縁
に
と
ど
ま

っ
た
訳
で
も
な

い
。

『
形
而
上
学
日
誌
」

の
第

一
部
の
末
尾
の
日
時

一
九

一
四
年
の
五
月
八
日
が
先
掲
の
沈
潜
期
間
の
終
末
の
日
時

一
九

一
九
年

一
二
月
三
日
と
編
年
的
に
喰
違

っ
て
い
る
と
い
う
形
式
的
理
由
を
楯
に
と

っ
て
両
様
の
区
分
を
無
関
係
視
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
に
な
る
。
在
る
も

の
と
持

つ

も
の
の
不
判
別
の
表
明
に
先
立

っ
て
存
在
と
所
有

の
判
別
が
客
観
的
問
題
性
対
主
体
的
現
存
性
の
判
別
の
遂
行
の
最
中
で
徐
々
に
不
判
明
乍
ら
推
進
さ
れ
た
こ
と
は
想
像

に
難
く
な

い
。
そ
し
て
両
様
の
判
別
こ
の
こ
と
は
経
験

の
所
有
と
思
惟
に
よ
る
存
在

の
所
有
と
の
絡
み
合

い
に
成
る
理
論
構
成

の
道
程

の
中
で
明
滅
し
乍
ら
存
続
し
た
と

言
え
る
。
絡
み
合

い
が
実
在
え
の
肉
迫
の
手
続
を
象
徴
す
る
問
題
追
及
の
段
別
的
媒
介
の
横
糸
と
す

る
と
、
両
様
の
判
別
は
問
題
の
所
在

の
突
き
止
め
を
象
徴
す
る
同
じ

く
追
及
の
系
列
的
な
縦
糸
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。

処
で
横
糸
に
当
る
経
験
の
所
有
と
思
惟
に
よ
る
存
在
の
所
有
は
又
経
験
と
包
経
験

に
跨
る
両
様
の
所
有

で
対
置
さ
れ
る
。
所
有
さ
れ
る
経
験
内
客
が
潜
勢
的
不
判
明
に

と
ど
ま
る
段
階
で
は
両
様
の
所
有
の
弁
証
法
的
媒
介
性
は
鋭
化
し
な
い
。
そ
れ
が
顕
勢
的
に
判
然
化
す
る
段
階
に
至
る
と
、
か
か
る
媒
介
性
は
鋭
化
す
る
。
然
し
反
面
か

ら
考

え
る
と
、
か
か
る
鋭
化
故

に
実
在

の
構
造
は
明
確
化
す
る
の
で
あ
る
。
今
縦
糸

に
当
る
両
様
の
判
別
を
か
か
る
鋭
化

の
実
質
的
組
成
分
と
看
傲
す
と
、
そ
れ
が
平
行

か
ら
交
錯

の
行
程
を
辿
る
外
な
か

っ
た
こ
と
は
当
然
の
成
り
行
き

で
あ
る
。
問
題
の
核
心
は
鋭
化
と
い
う
肉
迫
の
手
続
と
交
錯
の
判
別
と
い
う
問
題
の
所
在
の
両
面
に
跨

っ
て
実
在
の
照
明
が
企
図
さ
れ
た
際
、
手
続
面
に
映
発
さ
れ
る
所
有
と
所
在
面
に
映
写
さ
れ
る
所
有

(存
在

と
の
対
置
に
於
け
る
)

の
差
別
の
帰
趨
に
か
か
る
。
そ
の
際

存
在

に
対
す
る
所
有
と
い
う
所
在
面
に
於
け
る
所
有

の
判
別
と
、
か
か
る
判
別
を
捲
込
む
所
在
面
に
対
す
る
面
接
と
相
即
的
に
肉
迫
面
に
於
け
る
両
様

の
所
有

の
手
続

の

判
別
と
が
重
複
し

て
所
在

の
問
題
の
解
決
を
困
難
に
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

然
し
か
か
る
困
難
は
行
為
的
現
在
え
の
到
達
を
境

に
解
消
さ
れ
た
。
醐
醸
的
先
所
有
論
の
段
階
か
ら
次

の
発
光
的
そ
れ

の
段
階
え
の
転
換
的
踏
み
込
み
を
告
示
す

る
先

掲
の

一
九
二
三
年

三
月

一
六
日
附
の
日
誌
は
又
か
か
る
到
達
を
反
映
す
る
。
然
し
醍
醸
的
先
所
有
論

の
段
階
だ
け
に
限

っ
て
言
う
と
、
か
か
る
段
階
を
前
後
に
両
分
す
る

沈
潜

と
穿
さ
く
を
転
換
的
に
媒
介
す
る
契
機
と
な

っ
た
の
は
身
体
性

の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
経
緯

に
亘
る
先
所
有
論
の
展
開
を
脈
絡
付
け
る
に
当
り
欠
か
す
る
こ
と

の

マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題

(承
前
)
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マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題

(承
前
)

出
来
な
い
、
箴

の
役
割
を
果
し
た
と
云
え
る
。
そ
の
間
身
体
観
自
体
が
客
体
的
身
体
か
ら
器
具
的
身
体
観
を
経

て
最
後
に
非
器
具
的
身
体
観
に
精
練
さ
れ
た
こ
と
は
箴
自

体
と
し
て
の
身
体
が
生
の
組
成
と
呼
応
し
て
変
容
を
蒙
む
り
乍
ら
、
先
述

の
両
様

の
判
別
を
行
為
的
現
在
に
融
合
す
る
と
共
に
自
ら
も
か
か
る
融
合

に
参
入
す
る
に
至

っ

た
こ
と
を
示
す
。
受
肉
的
身
体
が
そ
の
侭
行
為
的
現
在
に
通
じ
る
観
方
は
か
か
る
参
入
を
反
映
す
る
。

そ
の
際
我
々
は
酪
醸
的
先
所
有
論
の
展
開
を
担

っ
た
縦
糸
的
系
列
即
ち
両
様

の
判
別

の
平
行
か
ら
交
錯
え
及
ぶ
潜
勢
態
を
告
示
す
る
も
の
と
し
て
、
人
間
の
生

の
い
と

な
み
が
保
有
す
る
各
種
の
面
を
め
ぐ

っ
て

マ
ル
セ
ル
が
『
日
誌
」
第

一
部

の
冒

頭
に
か
か
げ
た
次

の
行
文
を
挙
げ

る
こ
と
が
出
来
る
。

「
そ
こ
で
は
世
界
が
無
意
味
化
す
る

ば
か
り

で
な
く
、
そ
う
し
た
世
界
の

一
つ
が
あ
る
か
ど
う
か
を
問
う
こ
と
さ
え
矛
盾
す
る
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
直
接
的
な
現
存
の
面

で
あ
る
。

そ
れ
は
異
変

(8
二
昌

)

の
面
、
偶
然
の
秩
序

で
あ
る
。
我
々
は
反
省
に
よ

っ
て
、
そ
こ
で
知
解
的
な
も
の
が
現
れ
る
よ
う
な
連
続
的
な
面
に
高
ま
る
こ
と
が
出
来
る
。
私
が
措
定
す
る
問
は
か
か

る
諸
面

の
間
に
存
在
論
的
差
別
が
あ
る
こ
と
を
確
立
し
う
る
か
ど
う
か
を
知
る
点
に
至
る
。」

此
処
で
異
変
対
連
続

で
対
置
さ
れ
る
面
が

暗
示
す
る
の
は
外
な
ら
ぬ
現
存

性
対
客
観
性
の
そ
れ
で
あ
る
。

そ
れ
に
存
在
論
的
差
別
を
加

え
よ
う
と
言
う

の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は

『
日
誌
』

を
最
初
か
ら
主
導
し
た
の
が
存
在
論
的
思
惟
で
あ

っ

て
、
所
有
論
的
そ
れ
で
は
な
い
こ
と
を
反
映
す
る
。
之
が
当
段
階
に
於
け
る

マ
ル
セ
ル
の
設
問
の
基
本
態
度
で
あ
る
。

然
し

一
見
す
る
と
存
在
論
的
と
受
取
ら
れ
る
が
、
実
は
先
存
在
論
的
な
か
か
る
思
惟
方
式
も
、
そ
の
故
に
存
在

の
問
題
え
の

一
方
的
傾
斜
に
於
て
、
没
方
式
的
に
辿
ら
れ

⑬

た
訳
で
は
な
い
。

胴
こ
こ
で
私
が
専
念
す
る
問
題
は
方
法
の
問
題
で
あ
る
。
先
づ
は
実
在
論
と
純
粋
主
観
主
義
と
を
同
時
に
避
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
哲
学
的
思
惟

の
位

階
性
を
基
礎
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。
次
で
哲
学
史

に
関
し
て
は

へ
ー
ゲ

ル
の
態
度
と
関
係
付
け
な
が
ら
私
の
態
度
を
限
定
し
度

い
」

の
発
言
は

こ
の
間

の
事
情
を
端
的
に

伝
え
る
。
処

で

『
哲
学
的
思
惟

の
位
階
性
を
基
礎
付
け
る
」
と
い
う
此
処
で
の
発
言
を
、
本
引
用
文
に
直
接
先
立

つ
表
述

「
…
…
此
処
で
神
聖
な
超
越
の
問

(ρ
二
①
ω辞δ
昌
)

が
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
直
ち
に
知
ら
れ
る
」
と
読
み
併
せ
る
と
、
か
か
る
基
礎
付
け
が
目
指
す
位
階
性
に
加
え
よ
う
と
し
た

マ
ル
セ
ル
の
見
通
し

の
特
性
が
判
然
と

す
る
。
此
処
で
マ
ル
セ
ル
が
衝

い
て
い
る
の
は
位
階
化
さ
れ
る
思
惟

の
面
が
存
在
自
体
の
面
、
実
在
が
在
る
が
侭
に
在
る
面
、
神
が
実
在
を
見
る
面
と
も
言
う
べ
き
絶
対

の
面

(蕊
雪

筈
。゚。
ε

と
の
関
係
に
よ

っ
て
観
念
的
に
整
序
さ
た
る
と
信
じ
て
か
か
る
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
、

へ
ー
ゲ
ル
風
の
思
惟
方
式

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
位
階
性

に
於
て
両
者
に
同
調
し
乍
ら
位
階
観
自
体
に
於
て
両
者
と
挟
を
分

つ
意
図

(内
在
的
連
続
観
に
対
す
る
超
越
的
不
連
続
観
)

の
宣
明
と
受
取
ら
れ

る
。
従

っ
て

マ
ル
セ
ル
が
専
念
す
る
方
法
の
問
題
と
は
観
念
的
に
措
定
さ
れ
る
存
在
論
的
秩
序

に
対
し
て
、
そ
れ
と
は
独
立
に
位
階
性
が
実
在
的
に
措
定
さ
れ
る
そ
れ
を

め
ぐ

っ
て
差
し
か
け
ら
れ
る
。
処
で
位
階
性

に
於
け
る
観
念
的
と
実
在
的
と
の
対
立
は
秩
序
に
於
け
る
所
有
論
的
と
存
在
論
的
と
い
う
対
立
と
混
同
も
さ
れ
な
け
れ
ば
分

一,-178一



離
も
さ
れ
な
い
。

位
階
性

に
所
有
と
存
在
と

い
う
状
況
的
判
別
の
問
題
が
絡
ま
り
、

又
秩
序

に
観
念
的
と

実
在
的
と

い
う

主
体
的
判
別
が
ま
と
わ
る
の
は
そ
の
為
で
あ

る
。
然
し
何
れ
に
し
て
も
思
惟
を
離
れ
て
は
位
階
も
秩
序
も
な
い
。
位
階
と
言
い
、
又
秩
序

と
呼
ん
で
も
思
惟

の
、
位
階
で
あ
り
、
又
秩
序
で
あ
る
。
然
し
更
に
掘
り
下

げ
て
考
え
る
と
、
位
階
も
秩
序
も
思
惟
の
も

の
で
あ
る
が
、
思
惟
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
思
惟
が
試
錬

に
か
け
ら
れ
る
処
に
位
階
も
秩
序
も
問
題
化
す
る
。

こ
の
こ
と
は
思
惟
が
位
階
と
秩
序

の
相
関
的
判
別
を
横
切

っ
て
、
自
他

の
そ
れ
を
喚
び
込
み
、
主
体
に
決
断
を
促
す
点
で
、
そ
の
侭
思
惟

の
運
命
が
思
惟
す
る
個
体
的

主
体

の
安
危
に
か
か
わ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
か
か
る
差
し
か
け

の
場
が
経
験
に
外
な
ら
な

い
。
此
処

で
の
経
験
は
勿
論
流
動
す
る
経
験
で
あ
る
。
経
験
が
生

の

経
験
と
し

て
辿
ら
れ
る
所
以
は
其
処
に
在
る
。
問
題
は
生
の
経
験
が
経
験

の
主
体
を
し
て
思
惟

の
方
法
を
道
程
的
に
追
及
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
点
に
在
る
。
上

来
説

い
て
来
た
問
題

の
所
在
と
肉
迫
の
手
続
と

の
不
可
分
の
相
関
も
か
か
る
道
程
的
反
省
を
背
景
に
し
て
始
め
て
そ
の
真
意
が
r
得
さ
れ
る
。
極
論
す
る
と
か
か
る
反
省

は
当
面
の
先
所
有
論

に
限
ら
ず
、
全
著
作
を
貫
く
基
本
的
立
場
で
あ
る
。

マ
ル
セ
ル
が
接
合

と
い
う
言
葉
を

「
形
而
上
学
日
誌
」

で
瀕
用
す
る
意
図
も
か
か
る
不
可
分

の

相
関

の
進
展
に
伴
い
、
見
通
し
に
変
容
を
蒙
る
こ
と
の
配
慮
に
成
る
。

ぬ

処
で
位
階
、
厳
密

に
言
う
と
位
階
化
は
深
徹
と
相
関
相
剰
す
る
。
と
い
う
よ
り
遭
程
的
反
省
に
於

て
は
潜
勢
か
ら
顕
勢
に
亘
る
展
望
の
開
展
が
位
階
化
と
深
徹
化
と
を

両
翼
に
擁
す
る
と
い
う
よ
う
に
改
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
事
実

マ
ル
セ

ル
自
身
此

の
点
に
あ
か
ら
さ
ま
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、

『
日
誌
」
に
盛
ら
れ
た
形
而
上
学

的
思
惟

の
時
代
区
分

に
伴
う
深
厚
化

(接
合

に
象
徴
)
は
か
か
る
反
省
の
裏
付
け
を
う
か
が
わ
せ
る
。
此
の
点

の
考
慮

に
於
て
、
先
所
有
論
的
跡
付
け
の
分
節
的
劃
定
で

直
ち
に
問
題
化
す
る
の
は
経
験
の
所
有
と
思
惟

に
よ
る
存
在

の
所
有
と
に
跨
る
経
験

の
相
互
媒
介
的
枠
付
け
で
な
く
て
、
か
か
る
枠
付
け

に
よ

っ
て
枠
付
け
ら
れ
る
形
而

上
学
的
思
惟
の
道
程
的
進
展
に
伴
う
変
容

で
あ
る
。
凡

て
は
経
験

の
進
展

に
か
か
る
が
、
か
か
る
進
展
が
夫

々
の
時
点

で
具
体
的
に
告
示
す
る

の
は
か
か
る
変
容

を
集
約

的
に
指
示
す
る
言
表

で
あ
る
。
先
に
我
々
は
醍
醸
的
先
所
有
論
の
到
達
点

の
言
表

に
現
在
、
厳
密
に
言
う
と
共
同
現
在
を
据
え
た
が
、
そ
れ
は
飽
く
迄
到
達
の
言
表
に
と

ど
ま
り
、
言
表
は
そ
れ
迄

に
幾
変
遷
を
蒙
り
乍
ら
も
、
夫
々
が
夫

々
の
時
点
で
の
思
惟

の
水
位
と
水
位
に
到
達
す
る
迄

の
変
容
を
告
示
す
る
。
そ
の
限
り
に
於
て
、
夫

々

の
時
点
で
の
言
表
は
変
容

の
成
果
と
到
達
の
水
位
と
を
併
せ
告
示
す
る

マ
ル
セ
ル
の
形
而
ヒ
学
的
思
惟

の
進
展

の
里
程
標
と
受
け
取
ら
れ
る
。

我

々
は
か
か
る
言
表
に
も
と
つ
く
里
程
標
を

マ
ル
セ
ル
の
呼
称

に
従

っ
て

一
応
主
体
的
現
存
と
境
位
的
現
存
と
試
錬
的
現
存
と
境
域
的
現
存
と
生
成
的
現
存
と
全

一
的

現
存
で
押

え
る
。
そ
し
て
之
等
六
通
り

の
現
存
が
夫
々
差
し
か
け
ら
れ
た
時
点
で
夫

々
を
支
え
た
六
種
の
経
験

限
界
、
純
粋
、
批
判
、
人
格
、
原
本
、
直
接

に

夫

々
対
応
す
る

こ
と
が
改
め
て
指
摘
さ
れ
る
。
只
此
処
で
看
過
さ
れ
て
な
ら
な
い
の
は
か
か
る
里
程
標
が
先
所
有
論
固
有

の
段
別
に
無
差
別
的
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
な

マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題

(承
前
)
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ρ

マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題

(承
前
)

い
が
、
先
所
有
論
が
先
存
在
論
と
の
相
関
的
対
置
に
於
て
、
か
か
る
里
程
標
を
め
ぐ

っ
て
常
に
旋
回
し
た
限
り
、
そ
れ
を
先
所
有
論
の
段
別
に
基
本
的
に
押
し
及
ぼ
す

ご

と
が
出
来
る
点

で
あ
る
。
勿
論
か
か
る
里
程
標
え
の
着
眼
に
成
る
細
分
的
段
別
に
よ

っ
て
、
先
掲
の
存
在
と
所
有
に
関
す
る
不
判
別
の
表
明
を
手
が
か
り
と
す
る
醍
醸
的

段
階
に
関
す
る
沈
潜
と
穿
墾
の
両
段
別
が
撤
回
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
却

っ
て
之
等
両
段
階
に
以
上
指
摘
し
た
六
通
り
の
小
段
階
が
両
分
的
に
配
属
さ
れ
、
夫

々

が
更
に
三
小
段
階
に
細
別
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

(未
完
)

註

ω

ρ

ζ
碧
8
一噛
旨
。鑑
ヨ
巴

ζ
卑
帥
嘗
琶

ρ
⊆ρ

お
ωα
゜
H韓
【&
ロ。
ユ
。戸

署
゜
艮

g

×
°

ω

マ
ル
セ
ル
は
か
か
る
第

一
と
第
二
の
両
部
の
内
的
関
連
に
付

て
、
裏
話
の
形
で
、
そ
の
成
立
の
事
情
を
次
の
様

に
述
懐
し
て
い
る
。

「
…
…
第

一
部
の
各
頁
は
私
が
制
し
切
れ
な
か

っ
た

焦
燥
感
を
催
さ
せ
な
い
で
は
お
か
な
い
。
…
…
私
が
愕
く
の
は
か
か
る
抽
象
的
で
不
当
な
研
究
が

根
本
的
に
は

私
が
当
時
身
を
置
い
た
安
楽
と

安
心
の
条
件
に
従
属
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
」。
(国
昌
9
。
巨
ロ
=
:
"
℃
。°。
O)
「
然
し
よ
り
深
く
考
え
る
と
、
私
を
実
存
的
思
想
家
に
し
た
ば
か
り
で
な
く

『
日
誌
』
の
第

一
部
に
う
か
が
わ
れ
る
観
念
的
残
津
か
ら
全
く
離
脱
さ
せ
た

の
は
戦
争
で
あ
る
。
…
…
」
(H甑
負

℃
』
刈
)

「
人
は
此
の
経
験

に
よ

っ
て
私
の
中
に
促
進
さ
れ
た
反
省
の
本
質
を
第

二
部
の
中
に
当
然
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
…
…
そ
れ
が
決
定
的
で
あ

っ
た

の
は
そ
れ
迄
は
思
弁
の
対
象
に
過
ぎ
な
か

っ
た
或
る
経
験
の
能
動
的
な
性
格
を
そ
れ
が
直
接
不
可
抗
的
に
示
し
た
か
ら
で
あ
る
」
(【げ瞬侮
」
b
」
O
刈)

以
上
の
述
懐
に
関
連
し
て
我
々
の
関
心
を
喚
ぶ
の
は

一
九

一
六
年
か
ら

一
九

一
七
年

の
冬
期
間
の
数
ヶ
月
に
亘

っ
て
激
甚
に
行
わ
れ
た
と
マ
ル
セ
ル
自
身
が
摘
録
す
る
戦
争
体
験
に
関
す

る
形
而
上
学
的
反
省
が
直
接
的
に
彼
自
身
の
人
格
形
成
と
思
想
的
深
熱
に
寄
与
し
た
事
実
で
あ
る
。

二

九

一
四
年

の
戦
争
が
私
を
別
人
に
仕
立
て
た
と
言
う
と
、

そ
れ
は
紛
れ
も
な
く

一

方
そ
れ
が
憐
欄
の
感
覚
を
私
の
中
で
喚
醒
ま
し
た
為
で
あ
り
、
…
…
他
方
又
そ
れ
が
秘
密
の
実
在
と
い
う
領
域
に
入
る
よ
う
仕
向
け
た
為
で
あ
る
」

(博げ
㎞ユ
ご

u
」
8
)
の
表
白
は
之
を
裏
書

き
す
る
。
然
し
他
方
後
年
に
於
け
る

二

九

一
五
年
か
ら

一
九

一
八
年
に
亘

っ
て
の
私
の
控
え
帳
に
は
自
己
独
自
と
言

っ
て
よ
い
人
格
的
な
哲
学
的
没
頭
の
痕
跡
は
何
等
見
出
さ
れ
な
い
。

…
…
私
は
私
の
宗
教
的
展
開
に
関
す
る
戦
争
の
投
影
に
付
て
今
日
自
問
し
た
」
(。{」

玄
ら
ご

や
⑩
刈
)
の
申
し
立
て
は
戦
争
体
験
が
哲
学
的
反
省
の
素
地
の
啓
培
に
役
立

っ
た
こ
と
は
否
め
な

い
が
、
理
論
構
成
の
名
に
於
け
る
反
省

の
自
立
的
啓
開
に
は
寄

与
し
な
か

っ
た
こ
と
を
間
接
的
に
反
映
す
る
証
言
と
受
け
取
ら
れ
る
。

㈲

当
時
を
回
想
す
る
処
に
成
り
立

っ
た

マ
ル
セ
ル
の
次
の
所
懐
は
か
か
る
評
定
の
偶
然
で
は
な
い
こ
と
を
裏
付
け
る
。

コ

九

一
四
年
の
大
戦
直
前
の
年
代
に
抱
い
た
私
の
意
図
は
そ
れ
を

へ
ー
ゲ
ル
的
型
の
体
系
中
に
全

一
化
し
よ
う
と
考
え
て
は
な
ら

な
い
意
味
で
、

私
に
疑
う
余
地
の
な
い
も
の
と
写

っ
た
か
か
る
宗
教
的
確
認
の
秩
序
を
本
質
的
に
明
ら
め
る
こ
と
を
目
指
す

或
る
追
及
に
打
込
む
こ
と
だ

っ
た
」
(O
.
ζ
碧
8
一

守

島
①巳

p

<①
『ω
ρ器
;

<
①出
四

お
鳶

℃
幽ご
)

ω

O
°
ζ
鋤
「8
一
匂8
3
巴

]≦
ひ
富
嘗
岩
{ρ
ロ
ρ

℃
°
昌
゜

㈲

「
私
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
於
て
純
粋
憶
起

(oりO
亡Pく
①】P一「ω
娼dF「ω)
自
身
が
目
録
を
体
制
化
す
る
傾
き
が
な
い
か
ど
う

か
を
知
り
度

い
。
…
…
学
び
知
る

(巷
唱
①
昌曾
Φ
)
と
は
…
…
そ
の
目
録
を

豊
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
経
験
を
持

つ
事
実
の
中
に
最
深
の
も
の
が
あ
る
こ
と
は
そ
れ
が
か
か
る
行
為
に
還
元

さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
」
(。{°
}8
B
巴

ζ
ひ
部
℃ξ
ω5
ロ
①
や
嵩
①
)

㈲

「形
而
上
学
的
要
求
は
超
越
的
な
好
奇
性
で
な
く
て
、
む
し
ろ
嗜
欲
(巷
冨
一一併)、
存
在
の
嗜
欲
で
あ
る
。
そ
れ
は
思
惟
に
よ
る
存
在
の
所
有
を
目
指
す
」
(9

冒
霞
昌
包

ζ
働
巷
ξ
ω画ρ
器

:1



℃
』

き

)

「
此

処

で
存

在

と

は

…
所

有

さ

れ

ね
ば

な

ら

な

い
或

る
も

の

で

あ

る

こ
と

が

示

さ

れ

ね

ば

な

ら

な

い

。
…
但

し

よ
く

考

え

る

と
、
賓

辞

と

し

て

で
な

く

」
(
焦

冒

真
口
巴

ζ

9
巷

ξ

。゚団ρ
⊆
①

℃
」

Qo
ρ

Φ
↓
コ
0
8

一
)

ω

O
.

ζ
帥
「8

戸

』
o
弩
墨

=

≦
ひ
叶巷

げ
誘

5
ロ
ゆ

℃
°
9

捌

○
℃
°
o
団什」

℃
°
卜⊃
○。
ト
曹

㈲

○
℃
°

9

」

や

ト。
お

゜

㈹

我

々

は
此

処

で
之

等

沈

潜

と

穿

さ

く

と

い
う

両

用

語

が

夫

々

の
段

階

で

瀕

用

さ

れ

て

い

る
と

い

う

形

式

的

理
由

だ

け

て

、

両

毅

階

を

特

性

付

け

る
指

標

に

両

用

語

を

撰

ん

だ
訳

で

は

な

い
。

更

に
段

階

が

所

有

の
問

題

で

塗

り

潰

さ
れ

て

な

い
点

を

考

え

併

せ

る

と
、

此

処

で
か

か

る

特

性

付

け

自

体

が
無

条

件

的

に
認

め

ら

れ

な

く

な

る
催

れ

は

十

分

に

あ

る

。

が

一
般

的

に
言

っ
て

、

失
当

で

な

い

と

考

え

ら

れ

る
故

に
敢

て

充

用

し

た

訳

で
あ

る
。

ρ

]≦
帥
8
①
泥

旨
8

『
8

=
≦
Φ
δ
℃
ξ

ω
5
二
ρ

眉
゜
ω
゜

働

○
℃
°
9

」

℃
°
幽
G

⑯

ピ
8

°
。
F

ω

人

は

先

に
引

用

し

た

『
日

誌

』

の
序

文

末

尾

の

行
文

「
精

神

能

力

の

『
接

合

的

努

力

』

(
一、①
{{。
コ

8
ど
⊆
σQ
ロ
ひ
ご

を

『
道

程

論

』

の
結

論

と

銘

打

た

れ

な

い
結

論

中

の
次

の

一
節

「
:
…

・む

し

ろ

か

か

る
石

こ
ろ

道

、
年

余

に

亘
り

私

と

し

て

は

困

難

を
極

め

た

、

た

め
ら

い
、

よ

ろ

め

く
歩

み

こ
そ

が

厳

格

的

に
強

調

さ

れ

ね
ば

な

ら

な

い
」

(。
h

°
O
◆
ζ
霞
。
鼻

国
口

筈

Φ
ヨ
団P

:

こ

℃
b

露

)
と

読

み
併

せ

る

と

、

か

か

る

道

程

的

反

省

の
性

格

を

端

的

に
う

か

が

い
知

る

こ
と

が

出

来

よ

う
。
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