
司

無

榊

論

の

問

題

西

ノド、

'ロー

啓

治

周
知
の
如
く
7

Y

キ
シ
ズ
ム
は
、
宗
敬
と
い
う
も
の
を
、

こ
の
世
界
に
於
て
自
分
の
不
如
意
を
克
服
す
る
す
べ
を
知
ら
な
い
人
聞
が
、
彼
岸

の
世
界
を
想
像
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
念
的
に
満
足
を
見
出
す
こ
と
と
考
へ
る
。
然
も
そ
の
際
、
人
間
は
、
自
分
を
空
虚
に
し
て
、
彼
岸
に

空
想
さ
れ
た
「
紳
」
の
像
の
う
ち
に
、
自
分
の
人
間
性
の
本
質
を
移
し
入
れ
る
。
宗
敢
に
於
け
る
こ
の
や
う
な
「
自
己
疎
外
」
に
於
て
は
、
自

然
も
人
間
も
空
虚
で
賓
質
の
な
い
非
本
質
的
な
も
の
で
し
か
な
い
が
、
無
神
論
は
ま
さ
し
く
こ
の
非
本
質
性
の
否
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
紳
を
否

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
間
の
本
質
、
人
間
の
人
間
性
を
肯
定
す
る
。
無
神
論
は
人
間
性
の
解
放
で
あ
り
、
人
間
の
自
由
と
根
を
一
つ
に
し

て
ゐ
る
。

こ
の
無
紳
論
は
、

マ

Y
グ
エ
が
人
間
の
本
質
を
峨
労
働
者
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
規
定
し
て
ゐ
る
こ
と
と
結
び
つ
い
て
ゐ
る
。
人
間
は
、
そ
の

勢
働
を
通
し
て
自
分
の
世
界
を
造
り
襲
へ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
人
間
性
を
か
ち
取
る
。
人
間
が
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
を
人

間
的
に
し
て
行
く
と
い
ふ
自
己
創
造
の
過
程
が
、
歴
史
と
い
ふ
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
い
へ
ば
、
無
紳
論
は
人
間
に
必
然
的
で
あ
る
。

と
い
ふ
の
は
、

か
の
宗
激
的
な
「
自
己
疎
外
」

の
源
は
、

経
済
的
な
自
己
疎
外
(
即
ち
人
間
が
経
済
的
に
人
間
性
を
剥
奪
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
般
態
)

無

神

論

の

問

題

(

西

谷

)

四
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に
あ
り
、
後
者
が
克
服
さ
れ
れ
ば
前
者
は
自
ら
消
滅
す
る
か
ら
で
あ
る
。
無
神
論
は
、
宗
教
の
否
定
と
い
ふ
こ
と
を
媒
介
に
し
て
到
達
さ
れ
る

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
、

と
?
y
ク
ユ
は
い
っ
て
ゐ
る
。

こ
の
や
う
に
無
紳
論
的
な
ヒ
ユ

1
7
-一
ズ
ム
が
、
宗
教
の
否
定
を
通
し
て
い
は
ば
縛
麓
法
的
に
自
費
化
さ
れ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
な
っ
て

ゐ
る
と
こ
ろ
に
、

マ
Y
ク
ユ
の
思
想
が
根
祇
に
於
て
深
く
宗
敬
と
い
ふ
問
題
に
接
縄
し
て
ゐ
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
近
代
人
が
一
般

に
宗
教
に
無
関
心
で
あ
り
或
は
反
宗
教
的
で
あ
る
妖
況
を
、

突
き
込
ん
だ
形
で
(
即
ち
そ

ω
必
然
性
を
自
売
さ
せ
る
ぞ
う
な
仕
方
て
)
、

表
現
し
て
ゐ

る

一
穂
、
近
世
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
の
成
立
の
初
め
か
ら
、
宗
敢
に
連
な
っ
て
ゐ
る
面
と
宗
教
か
ら
講
離
し
て
行
く
面

と
を
一
つ
に
し
て
ゐ
た

G

近
世
に
於
け
る
哲
撃
の
歴
史
は
、

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
っ
て
の
、
そ
れ
ら
二
つ
の
面
の
そ
れ
ぞ
れ
に
立
脚
し
た

立
場
の
間
で
の
、
争
奪
戦
と
日
見
る
こ
と
も
出
来
る
。

し
か
し
現
代
で
は
、

ヒ
ユ

1
-一
ズ
ム
、
即
ち
人
間
自
身
に
よ
る
人
間
本
質
の
自
発
が
、
二

つ
の
反
極
に
割
れ
て
仕
舞
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
妖
態
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
今
ま
で
諸
宗
敬
が
開
い
て
来
た
や
う
な
見
地
だ

け
で
は
、
恐
ら
く
足
り
な
い
り
例
へ
ば
、
人
間
の
本
質
と
い
ふ
こ
と
に
関
聯
し
て

?

y
ク
ユ
が
問
題
に
し
て
ゐ
る
や
う
な
意
味
で
の
自
由
、
歴

史
、
働
く
こ
と
な
ど
に
は
、
従
来
宗
教
の
視
野
に
上
ら
な
か
っ
た
近
代
人
の
境
位
が
現
は
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
針
決
す
る
た
め
に
は
、
宗
敬
白

身
が
新
ら
し
い
地
卒
を
開
く
と
い
ふ
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

7

Y
グ

J

ユ
の
思
想
が
宗
教
と
い
ふ
問
題
に
深
く
按
絢
し
て
ゐ
る
と
い
っ
て
も
、
宗
教
本
来
の
地
盤
に
正
し
く
鯖
れ
て
ゐ
る
と
は

一
一
一
一
口
ひ
難
い
。
例
へ
ば
生
死
の
問
題
、
諸
行
無
常
と
い
は
れ
る
や
う
な
問
題
は
、
経
済
的
な
「
自
己
疎
外
」
と
い
ふ
も
の
に
は
還
元
し
切
れ
な
い
。

一
一
層
庚
く
深
い
問
題
、

一
層
人
聞
に
本
質
的
な
問
題
で
あ
る
。

一
切
皆
苔
と
い
は
れ
る
問
題
で
も
、
人
間
の
歴
史
的
・
枇
曾
的
な
苦
の
問
題
で

あ
る
と
共
に
、
世
界
寓
物
の
本
質
的
な
あ
り
方
と
聯
関
し
て
ゐ
る
。
人
間
の
苦
と
い
っ
て
も
「
世
界
の
う
ち
に
あ
る
」
も
の
と
し
て
の
人
間
の

苦
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
歴
史
的
・
枇
曾
的
な
苦
の
克
服
に
よ
っ
て
も
克
服
さ
れ
な
い
一
暦
本
質
的
な
事
柄
で
あ
る
。
苔
に
劃
す
る
幾
や
不

十
一
口
不
築
の
根
祇
に
も
潜
む
人
間
の
本
質
的
な
あ
り
方
で
あ
る
。
諸
法
無
我
と
い
は
れ
る
こ
と
は
「
自
然
と
人
間
と
の
非
本
質
性
」
と
も
言
へ
る



で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
も
、
人
同
が
人
間
性
の
本
質
を
「
紳
」

へ
移
し
入
れ
る
と
い
ふ
や
う
な
自
己
疎
外
を
意
味
し
な
い
。

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
相

依
つ
て
の
み
生
起
し
、
因
縁
の
集
り
と
し
て
の
み
存
立
す
る
と
い
ふ
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
本
質
的
な
あ
り
方
で
あ
る
。
す
べ
て
の
存
在
に
、
本

質
的
な
「
非
本
質
性
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
祉
命
闘
が
如
何
に
進
歩
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
襲
草
さ
れ
得
な
い
や
う
な
次
元
の
事
柄
で
あ
る
。

さ
う
い
ふ
次
元
が
宗
教
の
地
盤
で
あ
り
、

マ

Y
ク
ユ
は
そ
の
地
盤
に
ま
で
は
鯖
入
し
て
ゐ
な
い
。
彼
は
人
間
が
人
間
的
勢
働
に
よ
っ
て
自
然
を

征
服
し
、
世
界
を
襲
革
し
、
自
ら
を
人
間
と
し
て
創
造
す
る
と
い
ふ
立
場
を
強
調
す
る
。
然
も
、
さ
う
い
ふ
こ
と
の
更
に
奥
に
は
、
す
べ
て
が

相
依
つ
て
の
み
成
立
し
、
何
一
つ
と
し
て
人
間
の
「
自
我
」
の
力
(
い
は
ゆ
る
自
力
)

に
よ
る
も
の
は
な
い
と
い
ふ
、
底
知
れ
ず
涯
も
知
れ
ぬ
世

界
が
あ
る
。

「
世
界
の
う
ち
に
お
け
る
存
在
」
と
し
て
の
人
聞
は
、
さ
う
い
ふ
世
界
の
う
ち
に
存
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

併
し
ま
た
逆
に
宗
敬
の
側
で
は
、
従
来
、

一
切
皆
苦
と
い
は
れ
で
も
、

そ
れ
が
い
は
ば
歴
史
菩
で
あ
る
と
い
ふ
見
地
は
本
嘗
に
は
現
は
れ
て

ゐ
な
い
。
(
尤
も
キ

y
ス
ト
数
に
は
そ
れ
が
あ
る
。
)

「
業
」
と
い
ふ
こ
と
で
も
、
具
閥
的
に
は
人
間
存
在
の
歴
史
性
と
い
ふ
問
題
と
結
び
つ
い

て
ゐ
る
筈
で
あ
る
が
、
そ
の
見
地
も
現
は
れ
て
ゐ
な
い
。
人
間
が
「
自
力
」
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
生
産
し
使
用
し
、
自
然
を
改
獲
し
、

社
命
闘
を
獲
革
し
、
そ
し
て
「
人
間
」
と
し
て
自
ら
を
造
る
と
い
ふ
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
人
間
の
解
放
、
人
間
と
し
て
の
自
由
と
い
ふ
も
の
こ
そ
、

人
間
の
最
も
具
穂
的
な
「
業
」
で
あ
る
と
も
言
へ
る
。
従
っ
て
ま
た
近
代
の
無
紳
論
は
「
業
」
の
問
題
と
深
く
結
び
つ
い
て
ゐ
る
と
も
考
へ
ら

れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
す
べ
て
さ
う
い
ふ
見
地
は
、
従
来
の
宗
敬
で
は
開
か
れ
で
ゐ
な
い
。

キ
リ
ノ
メ
ト
敬
で
も
人
聞
が
額
に
汗
し
て
魁
労
働
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
が
「
原
罪
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
は
ゐ
る
が
、
そ
の
萌
芽
が
現
代
の
一
岬
撃
で
後
展
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
例
を
知

ら
な
い
。

要
す
る
に
、
現
在
二
つ
の
反
極
に
割
れ
て
ゐ
る
人
間
本
質
の
再
建
に
は
、
現
在
の
無
紳
論

l
!
?
午
ジ
ズ
ム
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
ー
ー
が

問
題
と
し
て
ゐ
る
も
の
を
、
宗
教
が
自
分
の
問
題
と
し
て
取
上
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
宗
殺
と
し
て
の
新
し
い
地
卒
を
展
望
す
る
と
い
ふ
こ
と

が
要
求
さ
れ
る
。

無

神

論

の

問

題

(

西

谷

)

一
四
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現
代
の
無
紳
論
は
寅
存
主
義
と
い
ふ
形
を
と
っ
て
も
現
は
れ
て
ゐ
る
。
然
も
一
般
的
に
い
っ
て
、
賓
存
主
義
と
マ

Y
キ
シ
ズ
ム
と
が
み
エ
く
針

立
し
た
立
場
を
示
し
て
ゐ
る
や
う
に
、
そ
れ
ら
に
於
け
る
無
紳
論
も
同
様
で
あ
る
。

マ
Y
キ
シ
ズ
ム
が
人
間
を
本
質
的
に
祉
曾
的
存
在
と
し
て

捉
へ
る
の
に
劃
し
て
、
賞
存
主
義
は
人
間
を
本
質
的
に
草
濁
者
と
し
て
、
即
ち
各
自
が
自
己
自
ら
に
関
係
す
る
あ
り
方
に
於
て
捉
へ
る
。
そ
し

て
マ

Y
キ
シ
ズ
ム
の
宗
教
批
判
が
、
宗
教
の
う
ち
に
人
間
の
自
己
疎
外
を
認
め
て
、
そ
れ
を
経
済
的
な
自
己
疎
外
に
還
元
し
、
そ
の
意
味
で
宗

殺
と
い
ふ
も
の
を
、
そ
の
祉
曾
的
機
能
と
い
ふ
角
度
か
ら
問
題
す
る
の
に
針
し
、
例
へ
ば
賓
存
主
義
者
サ

Y
ト

Y
は
、
神
と
人
間
と
の
関
係
を
、

各
個
人
の
「
自
己
」
存
在
そ
の
も
の
の
本
質
に
係
は
る
問
題
と
し
て
捉
へ
る
。
卸
ち
人
聞
が
紳
の
被
造
物
と
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
の
う
ち
に
、

存
在
論
的
な
自
己
疎
外
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
併
し
、
そ
の
や
う
な
立
場
の
蓬
ひ
に
も
拘
ら
ず
、
一
押
の
否
定
に
よ
っ
て
の

み
人
聞
が
自
ら
人
間
性
を
取
戻
し
得
る
と
い
う
根
本
の
主
張
に
於
て
は
、
雨
者
は
軌
を
一
に
し
て
ゐ
る
。

?
y
ク
ユ
の
考
へ
る
祉
曾
主
義
的
人

問
に
と
っ
て
と
同
様
、

サ
Y
ト

Y
の
考
へ
る
賓
存
主
義
的
人
間
に
と
っ
て
も
、

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
無
神
論
と
し
て
の
み
成
り
立
ち
得
る
。
賓

存
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
だ
と
彼
が
い
ふ
の
は
、
さ
う
い
ふ
意
味
に
於
て
で
あ
る
。

サ
Y
ト

Y
に
よ
れ
ば
、
神
が
存
在
し
、
そ
の
紳
が
人
間
を
創
造
し
た
と
す
れ
ば
、
根
本
的
に
い
っ
て
人
間
に
は
自
由
が
な
い
こ
と
に
な
る
。

人
間
の
存
在
が
神
か
ら
由
来
し
、
そ
の
柿
か
ら
の
由
来
と
い
ふ
こ
と
に
人
間
存
在
の
根
が
あ
り
、
そ
の
存
在
の
本
質
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
な
ら

ば
、
現
貨
に
於
け
る
彼
の
行
待
や
妖
態
な
ど
、
す
べ
て
が
彼
の
そ
の
本
質
か
ら
き
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
停
統
的
な
用
語
で
い
へ
ば
「
本
質

存
在
」
が
「
現
寅
存
在
」
に
先
行
し
、
そ
し
て
現
貰
存
在
を
常
に
限
定
す
る
。
そ
の
こ
と
は
い
ひ
か
へ
れ
ば
、
彼
の
現
賓
存
在
が
す
べ
て
本
質

的
に
神
の
「
掻
理
」
の
う
ち
に
あ
り
、
紳
の
意
志
に
よ
っ
て
諌
め
必
然
的
に
決
定
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

か
か
る
「
橡
定
」
の
必

然
性
は
人
間
の
自
由
の
根
本
的
否
定
で
あ
る
。
然
も
紳
の
存
在
を
許
す
な
ら
ば
、
一
神
の
創
造
と
い
ふ
こ
と
も
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
神
の
創
造
を
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認
め
る
な
ら
ば
、

一
脚
の
濠
定
と
い
ふ
こ
と
も
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

即
ち
人
間
に
自
由
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
も
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

従
っ
て
、

も
し
人
間
の
自
由
が
肯
定
さ
る
べ
き
な
ら
ば
、
紳
の
存
在
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

人
間
の
「
現
寅
存
在
」

(
つ
ま
り
時
間
的
「
現
象
的
」
な
あ
り
方
)
は
其
背
後
に
、

そ
れ
の
根
祇
に
な
る
や
う
な
如
何
な
る
本
質
存
在
(
即
ち
超
時

間
的
「
本
韓
的
」
友
あ
り
方
)
を
も
有
し
な
い
。
現
貰
存
在
の
根
紙
に
は
他
の
何
も
の
も
な
い
。
そ
の
何
も
の
も
な
い
と
い
ふ
、

「
無
」
の
根
祇
か

ら
、
現
賞
存
在
は
不
断
に
そ
れ
自
ら
を
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
絶
え
ず
新
た
に
、
自
己
自
身
を
無
か
ら
創
造
せ
ぎ
る
を
得
な
い
。

さ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
彼
は
自
己
の
有
を
確
保
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
邸
ち
存
在
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
人
間
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と

は

不
断
に
自
ら
を
人
開
化
す
る
と
い
ふ
事
、

「
人
間
」
と
し
て
創
造
す
る
と
い
ふ
こ
と
、
寧
ろ
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

か

か
る
無
か
ら
の
不
断
の
自
己
創
造
と
し
て
の
自
己
存
在
が
、
自
由
と
い
ふ
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

か
く
現
賞
的
に
自
ら
を
「
人
間
」
と
し
て
創

造
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
現
賓
存
在
が
本
質
存
在
に
先
行
す
る
。
或
は
、
人
間
は
本
質
的
に
現
賞
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
や
う
な
人
間
の
有
り
方
が
「
賓
存
」
な
の
で
あ
り
、
寅
存
は
無
一
紳
論
の
上
で
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

現
在
の
A

イ
デ
ツ
ガ
ー
に
は
立
場
の
轄
換
が
見
ら
れ
る
。
彼
は
自
分
の
立
場
を
も
は
や
い
は
ゆ
る
寅
存
主
義
と
は
言
っ
て
ゐ
な
い
。
併
し
、

以
前
の
立
場
は
恐
ら
く
す

Y
ト
Y
の
貰
存
主
義
と
そ
の
基
盤
に
於
て
相
通
ず
る
も
の
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
と
に
か
く
、
そ
の
や
う
な
貰

存
主
義
は
、

キ

ydA
ト
数
に
於
け
る
紳
の
「
無
か
ら
の
創
造
」
に
代
っ
て
、
人
間
が
自
己
自
身
を
不
断
に
無
か
ら
創
造
す
る
と
い
ふ
立
場
で
あ

る
。
そ
の
限
り
こ
れ
は
、
普
通
に
言
は
れ
る
や
う
な
意
味
で
の
自
力
の
立
場
で
は
な
い
。
即
ち
、
無
か
ら
の
自
己
創
造
と
い
ふ
こ
と
は
、
草
に

人
間
と
い
ふ
「
存
在
」
に
内
在
的
な
力
、
人
間
の
「
有
」
の
枠
内
に
含
ま
れ
る
カ
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
有
は
「
有
」
と
い
ふ
枠
を
不
断

に
踏
み
超
え
て
ゐ
る
。
無
は
超
越
を
意
味
す
る
。
併
し
超
越
と
い
っ
て
も
、
自
己
存
在
と
は
別
な
超
越
的
他
者
が
有
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。

そ
の
限
り
他
カ
の
立
場
で
は
な
く
て
、
自
カ
の
立
場
で
あ
る
が
、
併
し
新
ら
し
い
自
カ
の
立
場
で
あ
る
。
無
が
、

キ

y
ス
ト
敬
の
場
合
と
異
つ

て
、
主
慢
の
根
祇
と
な
り
、
主
税
的
な
無
と
な
っ
た
立
場
、
そ
の
主
慨
無
に
立
脚
し
た
自
カ
の
立
場
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
近
代
の
人
間
の
も

無

紳

論

の

問

題

(

西

谷
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つ
自
由
の
意
識
が
、
深
く
突
き
つ
め
ら
れ
た
形
で
表
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
少
く
と
も
西
洋
で
は
み
一
く
新
ら
し
い
立
場
で
あ
る
。

キ
リ
ノ
ス
ト

数
が
従
来
聞
い
て
来
た
停
統
的
な
地
卒
で
は
、
そ
れ
と
針
決
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

キ

y
ス
ト
敬

自
身
が
新
し
い
地
卒
を
聞
き
出
し
て
家
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
併
し
悌
敬
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
事
情
は
お
の
づ
か
ら
別
で
あ
る
。

併
殺
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、

無
の
う
ち
で
自
ら
を
保
つ
た
め
に
は
、

絶
え
ず
自
ら
を
創
造
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
と
い
ふ
、

サ

Y
ト

Y
の

「
賞
存
」
は
、
な
ほ
白
執
と
そ
の
自
己
矛
盾
の
立
場
、
然
も
そ
の
最
も
深
い
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
軍
に
自
ら
準
ん
で
自
己
に
執
着
す
る
と
い

ふ
や
う
な
、
通
常
の
我
愛
の
立
場
で
は
な
い
。
寧
ろ
、
自
己
は
自
ら
進
ん
で
自
己
に
執
着
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
有

の
枠
を
踏
み
超
え
ゃ
う
と
し
て
無
に
出
る
こ
と
が
、
す
ぐ
に
ま
た
新
し
い
有
の
枠
に
入
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
自
己
矛
盾
は
、
自
己
自
身

が
自
己
の
蟻
地
獄
で
あ
る
や
う
な
有
り
方
と
い
へ
る
。
そ
れ
は
寧
ろ
「
業
」
と
い
は
れ
る
も
の
の
萎
で
あ
る
。
そ
こ
に
自
己
創
造
と
か
自
由
と

か
が
自
費
さ
れ
て
は
ゐ
る
が
、
併
し
ず

Y
ト
Y
自
身
、

我
々
人
間
は
自
由
で
あ
る
や
う
に

8
ロ
斤
日
ロ
(
罪
の
宣
告
)

さ
れ
て
ゐ
る
、

と
言
っ
て

ゐ
る
。
併
し
さ
う
い
ふ
自
由
は
異
の
自
由
で
は
な
い
。
成
程
そ
れ
は
、
我
φ

が
普
通
に
自
由
と
考
へ
て
ゐ
る
も
の
の
突
き
つ
め
た
徹
底
で
あ
る
。

併
し
そ
の
こ
と
は
、
我
々
が
通
常
自
由
と
栴
し
て
ゐ
る
も
の
が
、
そ
の
根
本
に
於
て
「
業
」
で
あ
る
こ
と
を
露
曇
せ
し
め
た
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
。

ま
た
、
そ
の
自
由
の
突
き
つ
め
た
肯
定
に
立
脚
す
る
、

近
代
的
人
間
の
有
り
方
の
上
に
、

「
業
」
が
露
出
し
て
ゐ
る
こ
と
を
教
へ
る
も
の
に
外

な
ら
な
い
。

サ

Y

ト
Y
の
賓
存
の
立
場
は
、
彼
自
身
も
言
っ
て
ゐ
る
や
う
に
、
デ
カ

Y
ト
の
「
我
考
ふ
、
故
に
我
有
り
」
を
徹
底
さ
せ
た
も
の

と
い
へ
る
が
、
そ
の
デ
カ

Y
ト
に
於
け
る
「
自
我
」
の
立
場
が
、
近
代
的
人
間
の
有
り
方
を
現
は
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
「
賓
存
」
が
、
自
己
の
存
在
に
執
し
た
存
在
と
い
ふ
意
味
を
残
す
と
い
ふ
こ
と
は
、
一
長
か
ら
言
へ
ば
、
そ
こ
に
言
は
れ
る
無
が
な
ほ
執

さ
れ
た
無
に
と
ど
ま
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
に
は
、
賓
存
主
義
に
於
て
無
が
主
髄
的
な
無
に
な
っ
た
と
言
っ
た
が
、
そ
れ
は
無
が
ギ
9

シ
ア
の
哲
皐
や
キ

ydA
ト
教
の
場
合
の
や
う
に
、
人
間
の
主
開
性
か
ら
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
は
、
一
長
か
ら

い
へ
ば
、
人
間
の
主
開
性
が
無
に
離
れ
難
く
密
着
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
郎
ち
、
人
間
の
現
賓
存
在
の
根
祇
に
は
何
も
な
い
と
い
ふ



『事

形
に
於
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ほ
自
己
の
根
祇
に
意
識
さ
れ
た
無
で
あ
る
。
そ
の
意
識
が
如
何
に
「
反
省
以
前
的
」
で
あ
る
に
し
て
も
。
自
己

の
有
が
貰
存
的
に
絶
針
無
化
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
自
己
が
無
に
な
り
き
っ
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

サ

Y
ト

Y
の
無
は
、

自
己
の
有
ハ
賞
存
)
を
充

分
に
股
躍
的
な
ら
し
め
得
な
い
。
そ
こ
に
備
敢
に
於
け
る
「
空
」
と
の
根
本
的
な
相
蓬
が
あ
る
。
悌
敬
の
「
空
」
は
す

Y
ト

Y
的
な
賞
存
が
、

即
ち
近
代
の
人
間
に
於
け
る
無
神
論
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
、
も
う
一
度
翻
へ
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
現
は
れ
得
る
如
き
立
場
で
あ
る
。

併
し
そ
れ
な
ら
、
偽
殺
は
従
来
の
ま
ま
の
立
場
で
貰
存
主
義
と
の
針
決
に
充
分
で
あ
ら
う
か
。

人
間
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、

不
断
に
自
ら
を
「
人
間
」
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
無
か
ら
人
間
と
し
て
自
己
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
、

と
す

Y
ト

Y
は
考
へ
る
。
そ
れ
を
一
一
暦
徹
底
し
て
、
偶
数
の
「
空
」
の
立
場
か
ら
い
へ
ば
、

「
人
間
」
と
い
ふ
形
相
を
絶
針
的
に
否
定
し
た
と
こ
ろ
、

そ
れ
を
喜
一
く
股
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、

不
断
に
人
間
と
い
ふ
形
相
を
と
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

い
は
ば
不
断
の
創
造
的
な
「
慮
現
」
で
あ
り
、

絶
え
ず
新
た
な
「
人
間
」

へ
の
還
相
行
で
あ
ら
う
。
併
し
一
般
に
悌
敬
に
於
て
慮
現
と
い
ふ
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
が
本
嘗
に
現
賓

的
に
(
即
ち
賞
存
的
に
)
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。

サ

Y
ト

Y
が
不
断
の
人
間
化
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
る
や
う
に
、
即
今
の
我
々
の
現

賓
と
し
て
、
そ
の
都
度
々
々
の
我
々
の
現
賞
存
在
の
上
で
、
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。

サ

Y
ト

Y
が
無
か
ら
の
不
断
の
自
己
創
造
と

い
ふ
場
合
、
そ
の
寅
存
は
、

い
は
ば
時
間
性
に
徹
し
た
有
り
方
で
あ
る
。
超
時
間
的
な
(
或
は
「
永
建
」
な
)

本
質
と
い
ふ
や
う
な
も
の
の
別
在

を
す
べ
て
許
さ
ず
、
さ
う
い
ふ
も
の
が
何
も
な
い
と
い
ふ
「
無
」
に
立
脚
す
る
。
そ
れ
は
徹
底
的
に
時
間
的
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
然
も
す

Y

ト

Y
の
場
合
、
さ
う
い
ふ
人
間
の
現
賓
存
在
は
、
歴
史
的

!
1枇
曾
的
な
境
位
の
う
ち
で
不
断
に
自
己
創
造
さ
れ
る
。
そ
れ
は
歴
史
と
枇
曾
の

う
ち
に
有
る
、
人
間
の
有
り
方
を
深
く
捉
へ
て
ゐ
る
。
悌
数
に
於
け
る
「
空
」
の
立
場
、
即
ち
「
空
」
か
ら
ま
た
「
空
」
に
於
て
、
人
間
と
し

て
有
る
と
い
ふ
立
場
、

い
は
ば
空
か
ら
の
慮
現
と
も
い
ふ
べ
き
立
場
に
は
、
さ
う
い
ふ
意
味
で
の
そ
の
都
度
々
々
の
現
質
的
な
人
間
の
貰
存
が

何
慮
ま
で
捉
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
か
。
歴
史
的

l
l吐
曾
的
な
現
賓
の
境
位
に
於
け
る
、
然
も
そ
の
現
賓
の
時
間
性
に
徹
し
た
如
き
賓
存
が
、
何

鹿
ま
で
捉
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
か
。
も
し
そ
れ
が
充
分
に
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
限
り
悌
敬
の
立
場
が
我
々
の
現
賞
か
ら
遊
離
し
て

無

神

論

の

問

題

(

西

谷

)
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ゐ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
我
々
が
「
空
」
の
立
場
を
異
面
白
に
と
っ
て
ゐ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
貰
存
化
し
て
ゐ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
場
合
は
、

「
慮
現
」
と
い
っ
て
も
、
神
話
め
い
た
観
念
に
し
か
な
ら
な
い
。

悌
教
が
賞
存
主
義
と
針
決
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
寅
存
主
義
に
よ
っ
て
自
ら
を
新
し
く
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
代
の
世
界
に
於
て
は
文
化
、
倫
理
、
政
治
な
ど
の
領
域
に
わ
た
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
危
機
的
な
問
題
が
現
は
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
ら

の
問
題
の
根
本
に
は
、
人
間
の
本
質
と
い
ふ
も
の
が
人
間
自
身
に
と
っ
て
一
つ
の
疑
問
符
に
な
っ
て
来
た
、

と
い
ふ
事
情
が
伏
在
し
て
ゐ
る
。

そ
し
て
そ
の
事
情
は
昼
十
一
覧
す
る
に
、
宗
敬
の
領
域
の
う
ち
に
一
つ
の
危
機
が
突
後
し
て
ゐ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
危
機
が
他

の
い
ろ
い
ろ
な
領
域
に
後
生
し
て
ゐ
る
諸
問
題
の
根
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
現
代
の
哲
撃
に
於
け
る
最
も
現
代
的
な
思
潮
、

然
も
文
化
や
倫
理
や
政
治
な
ど
に
直
接
間
接
に
大
き
な
影
響
を
輿
へ
て
ゐ
る
思
潮
が
、

い
づ
れ
も
無
神
論
の
立
場
を
根
抵
に
し
て
ゐ
る
と
い
ふ

こ
と
を
見
て
も
わ
か
る
。

マ

Y
キ
シ
ズ
ム
が
さ
う
で
あ
り
、
賓
存
主
義
、
特
に
す

Y
ト

Y
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
や
う
な
賓
存
主
義
も
さ
う
で

あ
る
。

い
は
ゆ
る
論
理
的
賓
誼
主
義
や
そ
れ
に
類
し
た
一
聯
の
思
潮
を
も
、

こ
こ
に
付
け
加
へ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

人
間
の
本
質
と
い
ふ
問
題
に
は
、
人
間
と
は
何
で
あ
右
か
と
い
ふ
問
題
と
、
人
間
は
如
何
に
生
き
る
べ
き
で
あ
る
か
と
い
ふ
問
題
と
が
、

つ
に
結
び
つ
い
て
ゐ
る
。
或
は
人
間
の
存
在
と
債
値
と
に
閲
す
る
問
題
と
い
っ
て
も
よ
い
。
然
も
そ
の
問
題
は
、
人
聞
を
も
含
め
て
存
在
す
る

も
の
る
一
鰭
(
或
は
い
は
ゆ
る
高
物
)
を
地
盤
と
し
て
、

そ
こ
か
ら
初
め
て
考
へ
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
存
在
す
る
も
の
全
鰹
の
秩
序
の
う
ち
で
、
人

問
が
本
来
如
何
な
る
位
置
を
占
め
て
ゐ
る
の
か
と
い
ふ
こ
と
、

ま
た
、

そ
の
位
置
に
相
鷹
し
得
る
た
め
に
は
(
即
ち
異
に
人
間
て
あ
り
得
る
た
め

には)、

如
何
な
る
こ
と
を
偽
す
べ
き
か
と
い
ふ
こ
と
の
問
題
で
あ
る
。

こ
の
後
の
面
は
、

存
在
の
秩
序
と
い
ふ
も
の
に
債
値
の
位
階
が
絡
み

会
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
基
づ
い
て
ゐ
る
。

例
へ
ば
、

人
間
は
寓
物
の
霊
長
で
あ
る
と
い
は
れ
い
φ

場
合
で
も
、

存
在
の
秩
序
と
償
値
の
位



司

令
階
と
が
絡
み
A
口
つ
て
ゐ
る
地
黙
に
立
っ
て
、
人
聞
が
寓
物
の
う
ち
で
如
何
な
る
位
置
を
占
め
て
ゐ
る
か
、
従
っ
て
人
間
と
し
て
如
何
に
生
き
る

べ
き
で
あ
る
と
か
、

い
ふ
こ
と
を
言
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
存
在
の
秩
序
と
債
値
の
位
階
と
が
絡
み
合
っ
て
ゐ
る
さ
う
い
ふ
地
黙
を
、

「
場
」

と
い
ふ
言
葉
で
呼
べ
ば
、
人
間
存
在
の
場
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
西
洋
の
停
統
に
於
て
は
、
さ
う
い
ふ
人
間
存
在
の
場
は
紳
と
の
関
係
か
ら
規

定
さ
れ
て
ゐ
た
。
人
間
は
無
か
ら
創
造
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
魂
に
「
紳
の
像
」
を
含
み
、
然
も
そ
の
「
紳
の
像
」
は
原
罪
に
よ
っ
て
壌
敗
さ
れ
、

た
だ
紳
の
子
イ
エ
ユ
の
損
罪
に
よ
っ
て
、
・
人
間
の
側
か
ら
い
へ
ば
、

キ
リ
メ
ト
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
、
再
び
そ
の
「
紳
の
像
」
を
回
復
せ
し
め

ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
存
在
の
秩
序
と
債
値
の
位
階
と
に
於
け
る
人
間
の
位
置
、
人
間
の
存
在
の
場
が
、
寓
物
の
霊
長
と
い
ふ
や
う
な
軍
純
な

直
線
的
な
形
と
は
遣
っ
て
、
否
定
と
肯
定
と
の
重
々
の
交
錯
を
含
ん
だ
形
で
現
は
れ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
ア
ヲ
グ
エ
-
ア
イ
ヌ
ユ
の
有
名
な
言
葉
、

「
紳
よ
、
放
は
我
々
を
汝
に
向
け
て
造
っ
た
。
そ
れ
故
、
我
今
の
心
は
汝
の
う
ち
に
息
ふ
ま
で
は
、
安
き
を
得
な
い
の
で
あ
る
」
も
、
さ
う
い

ふ
人
間
存
在
の
場
を
言
ひ
表
は
し
て
ゐ
る
。

さ
う
い
ふ
場
の
形
成
に
は
、
号
一
ロ
ふ
ま
で
も
な
く
ギ
ソ
シ
ア
の
哲
墜
と
キ
リ
ノ
メ
ト
敬
の
宗
教
と
が
、

基
本
的
な
カ
に
な
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

現
代
の
無
紳
論
は
、

マ
Y
キ
ジ
ズ
ム
も
賞
存
主
義
も
、

さ
う
い
ふ
停
統
さ
れ
た
場
を
否
定
し
、
人
間
に
人
間
性
と
自
由
を
回
復
し
よ
う
と
す

る
と
い
ふ
結
に
於
て
、
軌
を
一
に
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
そ
の
回
復
が
神
の
否
定
を
通
し
て
の
み
侍
さ
れ
得
る
と
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
新
し
い
ヒ

ユ
1
7
-一
ズ
ム
の
深
刻
さ
が
あ
る
。
然
も
同
時
に
、

そ
れ
が
マ

Y
キ
シ
ズ
ム
と
貰
存
主
義
と
い
ふ
二
つ
の
立
場
に
割
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
、
~
て

の
新
し
い
ヒ
ユ
!
?
-
一
ズ
ム
に
伏
在
す
る
問
題
も
あ
る
。
賓
存
主
義
は
自
己
が
異
に
自
己
自
身
に
な
る
と
い
ふ
主
鰻
存
在
の
立
場
を
軸
に
し
て

ゐ
る
の
に
謝
し
て
、

マ
Y
キ
シ
ズ
ム
の
場
合
に
は
、
人
間
は
、
如
何
に
賞
践
の
主
鰹
と
い
っ
て
も
、

な
ほ
自
然
と
か
一
位
舎
と
か
い
ふ
や
う
な
客

観
界
に
於
け
る
客
観
的
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
見
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
脱
し
な
い
。
そ
れ
ら
は
人
間
存
在
を
別
々
な
、
針
立
を
含
ん
だ
場
で
捉
へ

て
ゐ
る
。

西
洋
の
停
統
的
精
神
に
於
て
は
、
客
観
的
世
界
と
主
樫
存
在
と
は
、
一
脚
に
由
来
す
る
自
然
の
秩
序
や
祉
曾
的
秩
序
、
及
び
紳
に
蹄
る
べ
き
方

無

神

論

の

問

題

(

西

谷

)

一
四
九
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向
を
内
に
含
ん
だ
「
魂
」
と
し
て
、

一
つ
の
鰻
係
に
結
び
つ
い
て
ゐ
た
。
現
代
の
無
紳
論
に
於
け
る
二
つ
の
方
向
は
、
奮
い
穂
係
に
於
け
る
世

界
秩
序
と
魂
と
い
ふ
二
つ
の
軸
に
相
慮
す
る
で
あ
ら
う
。
併
し
、
そ
れ
ら
の
二
つ
の
無
神
論
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
と
ど
ま
る
限
り
、
そ
れ
ら

が
一
つ
の
鰭
系
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
は
望
み
難
い
。
結
局
、
現
代
の
人
間
は
、
奮
い
場
に
は
草
純
に
蹄
り
得
ず
、
新
し
い
無
紳
論
か
ら
は
二
つ

の
割
れ
た
場
し
か
提
供
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
現
代
の
人
間
に
は
、
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
、
人
間
は
如
何
に
生
き
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
最
も
基

本
的
な
と
こ
ろ
に
混
沌
が
生
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

そ
れ
ら
二
つ
の
新
し
い
立
場
が
、
終
始
あ
く
ま
で
も
現
賓
存
在
に
立
脚
し
ゃ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

態
度
は
紳
の
否
定
と
い
ふ
こ
と
と
一
つ
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
即
ち
、
現
賞
存
在
が
そ
の
存
在
す
る
に
先
立
っ
て
、
肢
に
一
柳
の
世
界
秩
序
の
う

ち
で
決
定
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
、

ま
た
、

肢
に
自
己
の
生
き
る
べ
き
方
向
を
(
紳
へ
蹄
る
方
向
と
し
て
〉
指
定
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
、

さ
う
い
ふ
こ
と
を
否
定
し
て
初
め
て
、
現
賞
存
在
に
徹
底
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

い
づ
れ
も
人
間
が
「
現
に
」
あ
る
場
か
ら

遊
離
し
ま
い
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
現
賓
の
歴
史
的
・
社
合
同
的
な
境
位
か
ら
、
更
に
原
本
的
に
は
現
賞
の
「
時
」
と
「
鹿
」
か
ら
遊
離
し
ま
い

と
す
る
立
場
で
あ
る
。
自
由
の
問
題
も
そ
の
こ
と
に
結
び
つ
い
て
ゐ
る
。
併
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
立
場
で
現
賞
存
在
と
い
ふ
も
の
が
本
嘗
に

徹
底
さ
れ
て
ゐ
る
と
言
へ
る
で
あ
ら
う
か
。

さ
き
に

?

Y
キ
シ
ズ
ム
や
寅
存
主
義
に
閲
し
て
語
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
な
ほ
「
人
間
」
の
立
場
に
立
つ
限
り
、
却
っ
て
人
間
の
現
賓
存

在
に
本
嘗
に
徹
底
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、

紳
に
よ
る

一「

珠

定
」
の
必
然
性
を
世
界
や
魂
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
賓
存
在
に
於
て
「
人
間
」
を
回
復
し
ゃ
う
と
す
る
。
併
し
そ
れ
ら
は
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
根
本
に
大
き
な
空
白
を
残
し
て
ゐ
る
。
そ
の
最
も
あ
ら
は
な
詮
擦
は
、
そ
れ
ら
が
生
死
の
問
題
に
答
へ
得
る
場
を
含
ま
な
い
と

い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
問
題
は
、
人
間
の
立
場
が
絶
叫
判
に
超
え
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

と
い
ふ
の
は
、
人
間
の
存
在
が
ほ
か
な
ら
ぬ
生

死
的
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
併
し
人
間
の
立
場
を
超
え
る
と
い
ふ
こ
と
は
、

必
ず
し
も
榊
の
「
珠
定
」
に
蹄
る
こ
と
の
み
を
意
味
し
な
い
。
自



三凋

由
や
現
賞
存
在
を
殺
す
こ
と
の
み
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
が
本
嘗
に
徹
底
さ
れ
る
地
平
を
開
く
こ
と
で
も
あ
り
得
る
。

そ
の
例
と

し
て
、

さ
き
に
は
悌
教
的
な
「
空
」
の
場
を
堪
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
空
の
場
で
は
、

人
間
の
立
場
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
、
す
べ
て
の
も
の
が

相
依
り
相
侯
っ
て
成
り
立
つ
縁
起
の
世
界
が
開
か
れ
る
コ
り
て
の
世
界
か
ら
見
れ
ば
、
人
聞
の
「
自
力
」
に
よ
る
も
の
は
何
一
つ
な
く
、
然
も
あ

ら
ゆ
る
「
自
力
」
的
な
働
き
は
皆
そ
こ
か
ら
現
起
す
る
。
人
間
の
そ
の
都
度
々
々
の
寅
存
、
即
ち
サ

Y
ト

Y
の
い
は
ゆ
る
「
人
間
」
と
し
て
の

自
己
創
造
、
自
己
が
人
間
に
な
る
ど
い
斗
人
間
化
が
、
人
間
の
立
場
を
絶
針
に
否
定
し
た
「
空
」
の
場
か
ら
、
絶
え
ず
新
た
な
「
康
現
」
と
し

て
成
立
す
る
と
も
い
へ
る
。

少
く
と
も
、
空
の
場
で
、
歴
史
的
、
社
曾
的
な
境
位
に
於
け
る
人
間
の
現
賞
存
在
を
、
そ
の
や
う
に
見
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。
然
も
そ
れ
は
、

我
々
が
「
現
に
」
あ
る
時
と
慮
を
あ
く
ま
で
遊
離
し
な
い
立
場
に
於
て
で
あ
る
。

「
行
の
時
は
行
の
慮
を
看
取

せ
よ
。
坐
の
時
は
坐
の
庭
を
看
取
せ
よ
。
臥
の
時
は
臥
の
虜
を
看
取
せ
よ
。
見
聞
の
時
は
見
聞
の
慮
を
肴
取
せ
よ
。
費
知
の
時
は
姥
知
の
震
を

看
取
せ
よ
」

(
夢
窓
)
と
一
一
首
は
れ
る
如
く
で
あ
る
。

無

神

請

の

問
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