
北
川
秀
則
著
『
イ
ン
ド
古
典
論
理
学
の
研
究
』
を
読
ん
で

山

下

正

男

な
う
こ
と
に
し
よ
う
。
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購

　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
北
川
秀
剰
氏
の
労
作
『
イ
ン
ド
古
典
論
理
学
の
研
究
』
の
書
評
を
依
頼

さ
れ
て
か
ら
、
ず
い
分
疇
間
が
た
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら

筆
者
の
怠
惰
に
よ
る
も
の
で
、
益
そ
う
恥
か
し
く
思
う
。
こ
ん
な
に
遅
れ

て
し
ま
っ
て
は
、
い
ま
さ
ら
薪
刊
紹
介
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
る
わ
け
に

も
い
か
な
い
の
で
、
思
い
き
っ
て
北
川
氏
の
研
究
を
利
薦
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
、
自
己
流
に
イ
ン
ド
論
理
学
の
代
数
化
と
幾
何
学
化
を
お
こ
な
っ
て

み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
北
川
氏
は
、
　
「
自
分
の
立
場
は
算
術
の
問
題
を
、
代
…
蟹
で
解
い
て
み
せ

る
よ
り
は
、
箕
術
は
鋒
術
と
し
て
、
そ
の
範
閥
内
で
磨
き
上
げ
ら
れ
た
テ

ク
ニ
ッ
ク
を
明
ら
か
に
示
す
こ
と
に
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
筆
者
は
そ
う
し
た
総
揚
に
立
っ
た
氏
の
業
績
を
も
と
に
、
ま
さ
に
そ

の
代
数
化
を
試
み
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
代
数
化
の
た
め

の
武
器
と
し
て
記
号
論
理
学
を
使
う
こ
と
に
す
る
。
ま
た
代
数
と
幾
何
が

相
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
解
析
幾
何
学
の
構
築
以

来
の
な
ら
わ
し
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
の
色
合
も
幾
何
学
化
を
あ
わ
せ
お
こ

北
州
秀
則
著
『
イ
ン
ド
古
典
論
理
学
の
研
究
』
を
読
ん
で

二

　
と
は
い
え
、
ま
ず
北
川
氏
の
著
作
の
ご
く
簡
単
な
紹
介
を
お
こ
な
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
書
は
五
・
六
世
紀
の
仏
教
唯
識
派
の
学
僧
で
あ

る
陳
那
（
じ
ん
な
、
σ
碍
慈
α
q
餌
）
の
主
著
纂
塗
論
（
じ
ゅ
り
ょ
う
ろ
ん
）

の
論
理
学
的
な
部
分
の
和
訳
と
、
そ
う
し
た
ほ
ん
訳
に
対
し
て
付
け
ら
れ

た
六
十
数
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
、
き
わ
め
て
精
密
な
解
説
と
か
ら
な
る
。

　
こ
の
集
量
論
の
梵
文
原
典
お
よ
び
漢
訳
は
残
存
せ
ず
、
残
さ
れ
て
い
る

の
は
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
だ
け
で
あ
り
、
和
訳
も
も
ち
ろ
ん
チ
ベ
ッ
ト
訳
か
ら

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
チ
ベ
ッ
ト
語
を
解
さ
な
い
か
ら
ほ
ん
訳

に
つ
い
て
語
る
資
格
は
金
く
な
い
。
そ
こ
で
も
っ
ぱ
ら
紹
介
は
解
説
部
分

に
限
り
た
い
。
そ
こ
に
お
い
て
著
者
は
、
陳
那
の
論
理
学
の
体
系
の
門
忠

実
か
つ
批
判
的
な
再
組
織
偏
を
試
み
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
著
者
の
そ
う

し
た
仕
事
の
う
ち
で
、
新
し
い
貢
献
と
い
え
る
点
は
、
O
陳
那
の
論
理
学

は
、
い
ま
ま
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
論
理

学
に
よ
る
解
釈
で
は
把
握
で
き
な
い
こ
と
、
お
よ
び
◎
ヴ
ェ
ン
の
図
式
の

八
五
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変
形
に
よ
る
九
句
園
説
の
図
式
化
の
二
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

三

　
北
周
氏
は
、
イ
ン
ド
論
理
学
に
お
け
る
命
題
は
、
　
一
般
に
「
法
（
ダ
ル

マ
つ
ま
り
付
属
物
）
が
有
法
（
ダ
ル
ミ
ン
つ
ま
り
付
属
物
を
所
有
す
る
も

の
）
に
存
す
る
」
と
い
う
形
態
を
と
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
で
は
「
人
間
は
可
死
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
い

う
と
こ
ろ
を
、
イ
ン
ド
論
理
学
で
は
門
人
間
に
可
死
性
が
存
在
す
る
」
と

い
う
。
ま
た
逆
に
、
イ
ン
ド
論
理
学
で
「
声
に
無
常
性
が
存
す
る
」
と
い

う
と
こ
ろ
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
流
に
い
え
ば
「
声
は
無
常
な
り
㎏
と
な

る
。　

そ
う
し
た
指
摘
ど
お
り
だ
と
す
れ
ば
、
イ
ン
ド
論
理
学
の
記
号
化
は
、

い
ま
ま
で
と
ら
れ
て
き
た
「
S
－
P
」
と
い
っ
た
名
辞
論
理
学
的
な
形
で

は
不
充
分
で
あ
り
、
記
号
化
す
る
な
ら
男
（
亀
と
い
っ
た
命
題
関
数
的
な

形
を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
揚
合
噴
（
Q
）
は
「
a
に
こ
れ

こ
れ
の
も
の
が
存
在
す
る
」
を
意
味
し
、
第
一
例
で
あ
れ
ば
a
は
入
…
間
、

F
は
「
～
に
可
死
性
が
存
す
る
」
で
あ
る
。
ま
た
第
二
例
で
あ
れ
ば
a
は

「
声
」
、
F
は
「
～
に
無
常
性
が
存
す
る
扁
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
イ
ン
ド
論
理
学
の
解
明
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
名
辞
論

理
学
で
な
く
命
題
関
数
の
理
論
を
使
用
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
始
め
て
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

張
し
た
の
は
、
実
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
イ
ン
ド
学
者
シ
ャ
イ
ァ
ー
で
あ
り
、

そ
れ
は
す
で
に
一
九
三
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
筆
者
も
ま
た
、

そ
う
し
た
立
場
を
支
持
し
、
そ
う
し
た
立
場
を
基
礎
に
し
て
記
暑
化
を
進

め
る
こ
と
に
し
た
い
。

四

八
六

　
さ
て
陳
那
の
論
理
学
の
核
心
を
な
す
の
は
三
支
作
法
と
い
わ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
三
型
作
法
と
は
、
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。

　
第
　
支
（
宗
”
結
論
）
か
の
山
に
火
あ
り
。

　
第
工
支
（
因
授
理
由
　
）
煙
の
故
に
。
　
（
か
の
山
に
煙
あ
る
が
故
に
）

　
第
三
支
（
喩
）
岡
喩
　
お
よ
そ
煙
を
有
す
る
も
の
は
、
火
を
有
す
。
（
X

　
　
　
　
に
煙
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
x
に
は
火
が
あ
る
）

　
　
　
例
え
ば
、
カ
マ
ド
の
如
し
。

　
　
　
　
　
　
　
異
喩
　
お
よ
そ
火
な
き
も
の
は
煙
を
有
せ
ず
。

　
　
　
（
X
に
火
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
x
に
は
煙
が
存
し
な
い
）

　
　
　
例
え
ば
、
湖
水
の
如
し
。
　
〔
た
だ
し
、
異
喩
に
於
て
は
、
実
例
は

　
　
　
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
〕

　
以
上
の
推
論
を
記
号
化
し
て
み
よ
う
。
　
「
～
に
煙
あ
り
」
を
F
、
　
「
～

に
煙
な
し
漏
を
　
F
、
「
～
に
火
あ
り
」
を
G
、
門
～
に
火
な
し
」
を
一
G
で

あ
ら
わ
す
。
ま
た
「
か
の
山
」
を
a
、
　
「
カ
マ
ド
」
を
b
、
　
「
湖
水
」
を

。
で
あ
ら
わ
す
。
す
る
と
三
蓋
作
法
は
、
以
下
の
よ
う
に
表
現
で
き
る
。

喩因罷
め
ざ
す
頬
標
は
、

○
（
鶯
）

閃
（
餌
）

（
〆
）
（
幣
（
×
）
↓
○
（
メ
）
）
り
憶
（
ぴ
y
O
（
び
）

（
メ
×
○
（
×
）
王
閃
（
誕
ソ
○
（
o
）
〉
憶
（
o
）

　
〔
た
だ
し
O
（
。
y
蜀
（
。
）
は
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
〕

　
　
　
　
も
ち
ろ
ん
○
（
餌
）
で
あ
り
、
○
（
鱒
）
が
な
り
た
っ
た
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め
に
は
、
ω
男
（
餌
）
、
偶
　
（
餌
×
司
（
嫉
）
↓
Ω
（
諸
）
）
、
㈲
頃
（
ぴ
ソ
○
（
ぴ
）

の
三
つ
が
と
も
に
な
り
た
た
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
う
ち
の
ど
の
一
つ
が
な

り
た
た
な
く
て
も
、
閃
（
鋤
）
は
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
条
件

を
述
べ
る
の
が
い
わ
ゆ
る
困
の
三
相
説
な
の
で
あ
る
。

五

　
そ
れ
で
は
三
相
説
と
は
な
に
か
。

　
第
一
相
は
遍
是
宗
法
性
で
あ
る
。
煙
の
故
に
か
の
山
に
火
の
あ
る
こ
と

を
証
明
し
よ
う
と
す
る
揚
合
、
煙
は
こ
の
山
や
そ
の
家
に
存
す
る
の
で
は

な
く
て
、
ま
さ
に
か
の
山
に
存
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
当

然
で
あ
る
。
つ
ま
り
第
一
相
は
剛
（
簿
）
の
成
立
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
相
は
同
晶
定
有
性
で
あ
る
。
い
ま
の
例
で
い
え
ば
、
煙
は
、
火
を

有
す
る
と
い
う
点
で
、
か
の
山
と
似
て
い
る
も
の
の
動
体
も
し
く
は
一
部

に
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
の
揚
合
煙
は
カ
マ
ド
に
は
存
す
る
が
、

燃
え
盛
る
無
煙
炭
に
は
存
し
な
い
か
ら
、
火
を
有
す
る
と
い
う
点
で
か
の

山
と
似
て
い
る
も
の
の
一
部
に
し
か
存
し
な
い
。
こ
う
し
た
第
　
一
相
を
記

号
化
す
れ
ば
、
頃
（
メ
）
○
（
麟
）
を
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
x
が
存
し
、
そ
の
x

は
a
で
は
な
い
こ
と
、
た
と
え
ば
鴨
（
び
）
か
つ
○
（
げ
）
で
、
し
か
も
ぴ
普
餌

で
あ
る
こ
と
、
と
な
る
。
　
（
つ
ま
り
、
カ
マ
ド
は
火
を
も
つ
と
い
う
点
で
、

か
の
山
に
似
て
お
り
、
そ
の
カ
マ
ド
に
煙
が
あ
る
。
し
か
も
カ
マ
ド
は
か

の
肉
と
似
て
は
い
る
が
、
か
の
山
で
は
な
い
。
）

　
第
三
相
は
異
品
遍
無
性
で
あ
る
。
や
は
り
、
さ
き
の
例
を
使
え
ば
、
煙

は
、
火
を
有
し
な
い
と
い
う
点
で
か
の
撫
と
似
て
い
な
い
湖
水
な
ど
に
は

存
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
第
三
相
を
記
号
化
す
れ
ば
、
（
×
）
（
○
（
×
）

北
川
秀
則
著
『
イ
ン
ド
古
典
論
理
学
の
研
究
』
を
読
ん
で

閃
（
醤
）
と
な
る
。
　
（
つ
ま
り
湖
水
は
火
を
も
た
な
い
と
い
う
点
で
、
か
の

山
と
似
て
お
ら
ず
、
そ
う
し
た
火
を
も
た
な
い
湖
水
に
は
、
煙
が
存
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
け
っ
し
て
な
い
。
ま
た
湖
水
以
外
の
ど
の
よ
う
な
も
の
に

つ
い
て
も
、
そ
れ
が
火
を
も
た
ず
、
し
か
も
煙
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
け

っ
し
て
な
い
。
）
と
こ
ろ
で
、
こ
の
（
×
×
○
（
メ
）
司
（
麟
）
）
は
（
騒
）
（
男
（
醤
）
○
（
メ
）
）

と
お
な
じ
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
（
挺
）
（
屑
（
麟
）
＜
○
（
区
）
）
と
変
形
で
き
、

さ
ら
に
（
拷
×
鳴
（
拷
）
↓
O
（
鵠
）
）
と
変
形
で
き
る
。

山ノ、

　
北
規
氏
は
、
ヴ
ェ
ン
の
図
式
を
変
形
し
た
き
わ
め
て
独
創
約
な
図
式
を

使
っ
て
陳
那
の
論
理
学
の
幾
何
学
化
を
試
み
ら
れ
た
。
イ
ン
ド
論
理
学
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
　
　
　
　
（
4
）

図
式
化
は
、
大
葱
祝
に
は
じ
ま
り
、
香
村
宜
園
、
渡
辺
照
宏
氏
等
の
試
み

が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
三
つ
は
み
な
大
同
小
異
で
あ
る
。
し
か
し
、
北
川
氏

の
も
の
は
、
そ
れ
ら
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
筆
者
は
こ
れ

が
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
増
え
る
。
北
…
川
氏
の
図
式
は
、
第

一
図
の
よ
う
に
五
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
な
る
図
形
を
藩
礎
に
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
陳
郡
の
原
典
に
、
も
っ
と
も
忠
実
な
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
川
氏
の
そ
う
し
た
図
式
は
、
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
に
テ
キ
ス
ト
に
き
わ
め
て
忠
実
で

図

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
あ
る
が
、
そ
の
論
理
代
数
的
意
味

第　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
づ
け
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
論
理
代
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
…
般
的
体
系
と
の
連
関
が
つ
き
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
北
州
氏
の
図

　
　
　
　
2
q

口

つ
　
　
　
　
0

八
七
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式
を
改
造
し
た
款
し
い
図
式
を
鍵
案
し
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
ゴ
ン
セ
ト

の
図
式
を
も
と
に
し
た
も
の
、
つ
ま
り
全
論
理
空
閥
（
蟷
⇒
ぞ
Φ
窮
①
o
｛
鮎
げ

8
¢
話
㊦
）
を
四
つ
の
瞬
角
な
セ
ク
シ
ョ
ン
に
わ
け
た
図
形
を
も
と
に
し
た

も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
幾
何
学
化
さ
れ
る
べ
き
当
の
代
数
体
系
で
あ
る
が
、
イ
ン
導
論
理

学
に
お
け
る
推
論
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
つ
ぎ
の
と
お
り
と
な
る
。

　
（
H
）
　
（
属
×
司
（
図
）
↓
の
（
区
）
）
：
…
・
｛
ご

　
　
　
　
　
男
（
口
）
　
…
…
…
…
：
：
・
・
（
豊

　
　
　
　
　
憶
（
ぴ
）
O
（
ぴ
）
…
：
…
…
・
（
Q
。
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
（
僧
）

　
こ
こ
に
は
憶
（
ぴ
）
○
（
び
）
と
い
う
第
三
の
苗
挺
が
は
い
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
ス
タ
ン
ダ
…
ド
な
論
理
学
で
は
推
論
は
、
つ
ぎ
の
形
で
お
こ
な
わ

れ
る
。

　
（
口
）
　
（
客
）
（
男
（
媛
〉
↓
○
（
劉
）
）
…
…
ρ
、
）

　
　
　
　
　
舅
（
餌
）
…
：
：
…
…
…
・
・
（
卜
Q
、
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
（
鋤
）

　
こ
う
し
た
二
つ
の
推
論
式
の
う
ち
、
幾
何
学
化
に
は
後
者
の
形
の
方
が

嬉
都
合
で
あ
る
か
ら
、
後
者
の
形
で
の
幾
何
学
化
を
お
こ
な
お
う
。
も
ち

ろ
ん
幾
何
学
漫
と
い
っ
て
も
、
い
ま
の
行
平
、
イ
ン
ド
論
理
学
の
幾
何
学

化
で
あ
り
、
イ
ン
ド
論
理
学
に
お
け
る
推
論
で
は
、
と
く
に
C
め
の
㈹
と
い

う
条
件
が
、
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
条
件
は
、
い

ち
お
う
m
門
の
形
で
の
幾
何
学
化
に
も
と
つ
く
土
俵
の
う
え
で
祭
事
に
す
る

こ
と
に
し
よ
う
。

七

八
八

以
上
の
方
針
に
従
っ
て
、
旗
挙
節
の
例
を
図
示
し
て
み
よ
う
。
す
る
と
、

　
G

図二第
　
G

　
　
　
　
　
一
F
　
　
　
　
　
F

第三図

δ C

a；b

、
◎
，

第
二
図
の
よ
う
に
・
な
る
。
つ
ま
り
、

全
論
理
空
間
を
、
ま
ず
閃
O
v
閃
ρ

閃
P
男
の
の
四
つ
に
わ
け
る
。
そ
し

て
閃
○
の
部
分
を
消
す
。
す
る
と
F

が
完
金
に
G
に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ

と
が
表
示
で
き
る
。
オ
イ
ラ
ー
の
表

示
法
に
よ
れ
ば
、
第
孟
図
の
と
お
り

と
な
る
。
ま
た
、
以
上
二
つ
の
図
に

お
い
て
剛
（
鈴
）
を
表
示
す
る
こ
と
が

で
き
、
さ
ら
に
司
（
ぴ
）
○
（
ぴ
）
を
も

表
示
で
き
る
。
ま
た
d
は
も
え
さ
か

る
無
煙
炭
を
あ
ら
わ
す
。

　
さ
て
（
雛
）
（
男
（
×
）
↓
○
（
擁
）
）
を
ど

の
よ
う
に
し
て
表
示
す
る
か
の
問
題

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
（
騒
）
（
閏
（
区
）
φ
（
メ
）
）
を
ど
の
よ
う
に
し
て
表
示
す
る

か
と
い
う
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
図
示
す
る
の
に
は

ゴ
ン
セ
ト
の
図
式
を
使
え
ば
い
ち
ば
ん
わ
か
り
や
す
い
の
で
あ
る
。

　
ゴ
ン
セ
ト
の
図
式
と
は
、
金
論
理
窒
闇
∵
乞
男
O
“
鴨
○
”
局
Q
”
悔
¢
の
四

つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
分
け
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
照
個
の
区
餌
［
に
斜
線
を

入
れ
た
り
入
れ
な
か
っ
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
（
据
）
（
屑
（
渥
）
↓

○
（
×
）
）
を
表
示
す
る
に
は
、
こ
の
ゴ
ン
セ
ト
の
図
式
の
右
下
の
セ
ク
シ
ョ
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八

　
九
斗
星
の
説
明
に
陳
那
が
使
っ
た
例
は
、
イ
ン
ド
哲
学
や
仏
教
に
関
す

る
も
の
な
の
で
、
そ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
現
代
風
に
翻
案
し
よ
う
。
さ
て

四
節
に
か
か
げ
た
推
論
で
、
F
、
G
、
一
F
、
【
G
、
a
、
b
に
さ
ま
ざ
ま
の

語
句
を
代
入
し
よ
う
。
す
る
と
九
句
憶
説
の
九
句
の
お
の
お
の
は
、
第
一

表
の
と
お
り
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
四
節
の
三
三
作
法
は
結
局
六
飾
の
推
論
①
と
お
な
じ
で
あ

る
。
そ
こ
で
後
者
の
形
で
、
た
と
え
ば
第
一
句
を
述
べ
れ
ば
、
つ
ぎ
の
と

お
り
と
な
る
。

　
x
が
な
ん
で
あ
れ
、
x
に
二
丁
対
象
性
が
あ
れ
ば
、
そ
の

　
X
に
生
物
性
が
あ
る
。
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
ω

　
入
問
に
は
思
考
対
象
性
が
あ
る
。
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
②

　
馬
に
は
思
考
対
象
性
が
あ
り
、
さ
ら
に
生
物
性
が
あ
る
。
…
…
…
㈲

北
川
秀
則
著
『
イ
ン
ド
古
典
論
理
学
の
研
究
』
を
読
ん
で

　
　
　
　
F
　
　F

に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
陳

箆四図

G　　姦

FG 貢姦

FG FG

ン
を
消
せ
ば
い
い
の
で
あ
る
。
さ
て

た
り
入
れ
な
か
っ
た
り
す
る
や
り
方

四
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
斜
線
を
入
れ

ば
2
4
遜
り
、
つ
ま
り
十
六
通
り
あ
る
。

そ
し
て
、
昌
昌
の
発
案
に
な
る
九
旬

因
説
は
、
実
は
そ
う
し
た
十
六
個
の

う
ち
の
九
二
だ
け
と
関
係
す
る
。
そ

し
て
、
た
だ
の
九
鰯
だ
け
で
な
く
十

山ハ

ﾂ
全
部
が
視
野
に
収
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
い
臼
年

余
り
も
後
の
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ

那
の
九
句
因
と
は
な
に
か
。

第一表

八
九

第一句

〃二〃

〃三〃

〃四〃

〃五〃

〃六〃

〃七〃

〃八〃

〃九〃

F

～に思郷対象
性あり

～に生物性あ
り

～に生物性あ
り

～に生辱刎生あ
り

～に理性的動
物性あり

～に動物性あ
り

～に生物性あ
り

～に動物性あ
り

～に動物性あ
り

G 一
F

～に生物性あ
り

～に可死性あ
り

～に動物性あ
り

～に’ﾂ死性な
し

～に生物性あ
り

～に昭島性な
し

～に動物性な
し

～に可死性あ
り

～に黒色性あ
り

～に思考対象
性なし

～に生物牲な
し

～に生物性な
し

一
G

～に生辱勿’性な

し

～に可死性な
し

～に動物性な
し

～に生物性な　～に半死姓あ

一撫副一愚勿性な

物性なし

～に動物性な
し

～に生物性な
し

し

～に狂死性あ
り

～に動物性あ
り

～に動物性な　～に二死性な

し　　　　し
～に動物性な～に黒’色性な

し　　iし
　　　1

a

人間

tl

lt

fl

t！

ll

tl

／1

tl

b

馬，木

馬木

馬

なし

なし

なし

木

馬

黒馬



296

第　二　表

句
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

一
二
三
四
五
六
七
八
九

第
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

（x）（F（x）一G（x））　…（1）

　　　（第3相）

×
○
×
×
○
×
×
○
×

F（a）　・・一…　＋・＋…　（2）

　　（第エ柵

○
○
○
○
○
○
○
○
○

F（b）G（b）　・…＋・（3）

　　（第2相）

○
○
○
×
×
×
○
○
○

哲
学
研
究
　
第
五
百
十
四
号

第　五　胴

囲一句
目　　生　物　　魂三止物

非墨考対象

思、考更重象

第四句

勿
量
．夢

生　物

不貰ぎ死的可死的

第七句非動物　動　物

奨生物

生　物

第二勾
　　　．可死的不可死的

非生物

生　物

第∫1∫魁句

@　　　　　　生物　冒｝…生物

馬，木 ．イ．f
霧理性

I動物

юｫ的
ｮ　物

第八句可死的堅町死的

魂三動物

動　物

第三句
　　動　物　　非動物

罪生物

生　物

石

馬 木

第六句

葬動物

動　物

不可死的厩」死的

石　　　木

馬

第九句黒色的Ji三黒色911」

非動物

動　物

黒木

武ﾎ
緑木

ﾔ石

黒馬 白馬

九
〇
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（
ゆ
え
に
）
人
間
に
生
物
性
が
あ
る
。

　
こ
う
し
た
第
一
句
の
推
論
は
誤
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
似
、
㈲
は
真
で

あ
る
が
、
ω
は
真
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
先
に
因
の
三
相
説
を
述
べ
た
が
、
そ
う
し
た
三
相
説
で
は
、
働
、
偶
の

真
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
相
、
第
二
相
の
成
立
を
意
味
し
、
q
D

の
真
で
な
い
こ
と
は
、
第
三
相
の
不
成
立
を
意
賦
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
以
下
お
な
じ
よ
う
に
、
九
句
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
の
可

否
を
調
べ
る
と
、
第
二
表
が
で
き
あ
が
る
。
た
だ
し
、
○
は
成
立
、
×
は

不
成
立
を
意
味
す
る
。

　
こ
う
し
た
表
か
ら
、
推
論
が
全
体
と
し
て
成
立
す
る
の
は
、
九
句
の
う

ち
、
第
二
句
と
第
八
句
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

九

　
以
上
で
、
聖
句
因
説
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
が
わ
か
っ
た
か
ら
、
い

よ
い
よ
そ
の
幾
何
学
化
に
と
り
か
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
欝
欝
の
方
針

は
も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
六
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
六
節
に
お
け
る
①
の
形

で
は
な
く
、
・
働
の
形
に
よ
っ
て
進
め
て
い
く
。
す
る
と
、
九
句
は
第
五
図

の
よ
う
に
幾
何
学
化
で
き
る
。

　
F
、
G
、
［
F
、
「
G
に
代
入
す
る
文
句
は
便
宜
上
短
く
し
て
記
入
し
た
が
、

正
確
に
は
、
八
節
の
第
一
蓑
の
な
か
に
記
入
さ
れ
て
い
る
も
の
を
使
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
つ
ぎ
に
、
実
例
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
昔
か
ら
搏
物
学
は
動
物
、
植
物
、

鉱
物
の
三
つ
を
扱
か
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
い
ま
の
営
舎
、

動
物
の
代
表
を
馬
、
植
物
の
代
表
を
木
、
鉱
物
の
代
表
を
石
と
し
た
。
ま

北
川
秀
則
著
『
イ
ン
ド
古
典
論
理
学
の
研
究
』
を
読
ん
で

た
a
は
九
句
を
通
じ
て
、
い
つ
も
「
入
聞
」
で
あ
る
。

十

　
以
上
九
個
の
な
か
で
（
〆
）
（
凋
（
諸
）
↓
○
（
メ
）
）
つ
ま
り
（
麟
）
（
閃
（
×
）
O
（
×
）
）

が
真
で
あ
る
の
は
、
閃
○
つ
ま
り
右
下
の
セ
ク
シ
ョ
ン
が
消
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
第
二
、
五
、
吟
句
の
三
盛
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

第
二
、
夕
煙
は
問
題
な
く
心
し
い
推
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
五
句
は
陳

那
の
論
理
学
で
は
、
八
舗
に
も
述
べ
た
よ
う
に
正
し
い
推
論
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
五
句
に
相
当
す
る
図
式
を
み
よ
う
。
す
る
と
右
下
の
セ
ク
シ
ョ
ン
だ

け
で
な
く
左
下
の
セ
ク
シ
ョ
ン
も
消
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ

か
ら
男
（
メ
）
を
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
い
か
な
る
も
の
も
存
在
し
な
い
こ
と
、

し
た
が
っ
て
司
（
⇔
）
が
成
立
し
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
と
こ
ろ
で
幾
何
学
化
は
六
節
に
お
け
る
鋤
の
形
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ

し
て
侃
の
推
論
が
な
り
た
っ
た
め
に
は
側
と
α
の
爾
方
が
成
立
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
蛤
の
成
立
す
る
の
は
、
閣
か
ら
み
て
第
二
、
五
、

八
句
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
う
え
が
が
成
立
す
る
の
は
、
第
二
、
早
耳

に
お
い
て
・
だ
け
で
あ
り
、
第
五
句
で
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
推
論
が
全
体
と
し
て
成
立
す
る
の
は
、
第
二
、
起
句
だ
け
と

な
る
。
念
の
た
め
、
八
重
全
部
に
つ
い
て
成
立
、
不
成
立
の
表
を
つ
く
っ

て
み
る
と
、
第
三
表
の
と
お
り
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
第
二
、
第
八
句
を
実
例
に
よ
っ
て
述
べ
て
み
る
と
、
第
二
句

は
門
い
か
な
る
x
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
x
が
生
物
な
ら
x
は
可
心
的
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
人
閥
は
生
物
だ
。
だ
か
ら
、
人
間
は
可
死
的
だ
」
と
な

九
一
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哲
学
研
究
　
第
五
冨
十
四
号

F（a）・4・…＋一・（2’）

第　三　表
（x）（F（k一j；GO．）
　　．．．．．．．．．．・・…（lt）

○
○
○
○
×
○
○
○
○

×
○
×
×
○
×
×
○
×

第一句

tl　r　tl

rl－11

〃四〃

〃五〃

〃六〃

〃七〃

〃八〃

〃九〃

る
。
ま
た
第
八
句
は
、

「
い
か
な
る
x
に
つ
い

て
で
あ
れ
、
x
が
動
物

な
ら
ば
可
霊
的
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
人
間
は
動

物
で
あ
る
。
だ
か
ら
入

間
は
可
死
的
で
あ
る
」

と
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
問
題
は

第
五
句
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
「
い
か
な
る
x
に

つ
い
て
で
あ
れ
、
x
が

理
性
的
動
物
的
で
あ
れ

ば
X
は
生
物
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
人
問
は
理

性
的
動
物
で
あ
る
。
だ
か
ら
人
間
は
生
物
で
あ
る
」
と
な
っ
て
、
正
し
い

推
論
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
第
五
句
は
霞
の
三
相
説
に
よ
っ
て
も
、
六
錨
の
C
P
の
形

に
お
い
て
も
不
成
立
で
あ
る
し
、
六
簿
の
働
の
形
お
よ
び
そ
の
幾
何
学
化

の
形
に
お
い
て
も
不
成
立
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
し

た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

十
網

第
五
図
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
九
句
の
う
ち
、
第
五
句
を
除
い
た

九
二

ど
れ
に
も
、
人
間
の
存
在
し
う
る
空
聞
が
存
す
る
。
と
こ
ろ
が
第
五
句
に

関
す
る
か
ぎ
り
、
人
聞
の
存
在
し
う
る
余
地
が
論
理
空
間
の
ど
こ
に
も
存

在
し
な
い
。
人
閲
は
当
然
生
物
で
あ
り
、
さ
ら
に
理
性
的
動
物
で
あ
る
の

に
、
第
五
句
の
左
下
の
セ
ク
シ
ョ
ン
は
抹
消
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

ま
た
男
（
効
）
も
、
畷
に
も
と
つ
く
か
ぎ
り
成
立
し
な
い
。
そ
し
て
、
も
ち

ろ
ん
十
節
の
表
で
も
、
第
五
旬
だ
け
は
男
（
鋤
）
が
不
成
立
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
事
態
は
、
磯
の
ヨ
相
説
あ
る
い
は
第
二
表
に
よ
れ
ば
、
第
五

句
で
は
q
け
、
②
は
成
立
す
る
が
圖
は
不
成
立
だ
と
い
う
ふ
う
に
表
現
き
れ

る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
、
男
（
鋤
）
つ
ま
り
「
人
間
は
理
性
的
動
物
で
あ

る
」
は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
か
わ
り
理
性
的
動
物
で
あ
る
よ
う
な

も
の
が
、
人
闇
以
外
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
否
定
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
本
来
、
イ
ン
ド
論
理
学
に
お
け
る
喩
は
、
文
字
通
り
「
実
例
」
で
あ
っ

た
。
い
く
つ
か
の
実
例
が
宗
、
す
な
わ
ち
証
明
さ
れ
る
べ
き
テ
…
ゼ
の
根

拠
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
実
例
を
用
い
て
の
読
明

に
お
い
て
、
実
例
は
自
ら
と
は
別
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い

う
の
も
富
ら
を
自
ら
の
傍
証
に
使
ヶ
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
第
五
旬
に
お
い
て
蜀
（
猟
）
を
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
x
は
人

間
だ
け
で
あ
り
、
人
間
以
外
に
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
喩
に
お
い
て

人
礪
以
外
の
実
例
が
な
け
れ
ば
、
例
証
的
事
書
は
な
り
た
た
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
イ
ン
ド
論
理
学
に
お
け
る
証
明
も
ま
た
な
り
た
た
な
い
の
で
あ

る
。



十
二

　
九
旬
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
の
方
法
に
工
逸
り
あ
る
。
　
一
つ
は
三
相
説
に

よ
る
方
法
あ
る
い
は
八
飾
の
第
二
表
に
よ
る
方
法
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う

｝
つ
は
筆
者
の
薪
し
く
提
案
し
た
九
節
の
幾
何
学
的
方
法
、
あ
る
い
は
十

節
の
表
に
よ
る
方
法
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
第
｝
の
方
法
の
ほ
う
が
陳
那
の

原
典
に
忠
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
北
川
氏
も
第
一
の
方
法
で
幾
何
学
化
を

試
み
ら
れ
た
。
こ
れ
に
反
し
、
第
二
の
方
法
は
ス
タ
ン
ダ
…
ド
な
論
理
学

の
土
俵
の
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
イ
ン
ド
論
理
学
が
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
な
論
理
学
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
違
っ
て
い
る
か
を
発
見
し
や

す
い
。

　
と
は
い
え
、
第
～
の
方
法
と
第
二
の
方
法
は
九
旬
の
チ
ェ
ッ
ク
に
関
す

る
か
ぎ
り
同
等
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ど
ち
ら
の
方
法
で
も
第
二
句
と
第
八

旬
だ
け
が
正
し
く
て
他
の
句
は
正
し
く
な
い
と
い
う
結
果
が
で
る
の
で
あ

る
。　

さ
て
閥
題
は
第
五
旬
で
あ
る
が
、
こ
の
第
捷
軍
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
論

理
学
と
ス
タ
ン
ダ
…
ド
な
論
理
学
の
ち
が
い
が
も
っ
と
も
鮮
や
か
に
み
い

だ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ち
が
い
は
第
…
の
方
法
に
よ
れ
ば
、

悔
（
ぴ
）
○
（
ぴ
）
が
み
た
さ
れ
な
い
と
い
う
点
に
存
し
、
第
二
の
方
法
に
よ
れ

ば
舅
（
ゆ
）
が
み
た
さ
れ
な
い
と
い
う
点
に
存
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
と
も
に

喩
と
い
う
も
の
の
性
格
に
も
と
っ
く
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
イ
ン
ド
論
理
学
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
論
理
挙
と
根
本
的
に
こ

と
な
る
も
っ
と
も
い
ち
じ
る
し
い
特
徴
は
、
そ
の
例
示
的
証
明
法
に
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
名
士
口
歴
大
学
教
授
。
業
績
は
『
イ
ン
ド
急
熱
ハ
瓢
嗣
理
解
ず
の
研
究
』

　
　
　
の
ほ
か
に
、
イ
ン
ド
論
理
学
麗
係
の
多
く
の
論
文
が
あ
る
。
ま
た

　
　
　
ほ
ん
訳
謬
『
ヒ
ト
ー
パ
デ
ー
シ
ャ
』
　
（
岩
波
文
魔
）
が
あ
る
。

　
（
2
）
　
『
イ
ン
ド
古
典
論
理
学
の
研
究
－
陳
那
（
O
蒔
二
曲
σ
q
9
き
）
の
体

　
　
　
系
…
』
鈴
太
丁
点
字
術
…
財
団
発
行
、
　
一
九
六
五
年
、
　
五
八
四
ペ
ー
ジ
。

　
（
3
）
ω
け
．
ω
。
夢
巻
琵
¢
ぴ
巽
鋤
Φ
誕
簿
げ
。
審
島
韓
2
葦
奉
的
◎
壇

　
　
　
ω
畠
二
づ
σ
Q
（
閃
霧
¢
o
聞
弾
子
○
瑞
帥
討
4
く
陣
露
の
ヨ
型
崩
囲
Φ
弼
獣
σ
q
“
6
ω
ω
い

　
　
　
ω
●
卜
Q
A
下
b
o
笛
刈
）

　
（
4
）
　
ム
〈
酋
祝
全
集
第
一
巻
『
払
融
理
櫛
学
』
　
（
醐
明
治
ヨ
一
六
年
）
　
一
一
一
八
一

　
　
　
二
二
八
ペ
ー
ジ
。

　
（
5
）
　
香
村
宜
園
『
東
洋
論
理
学
史
』
　
（
明
治
四
工
年
）
三
四
…
四
〇

　
　
　
ぺ
…
ジ
。

　
（
6
）
　
渡
辺
照
宏
「
印
度
の
論
理
学
」
（
『
徴
界
精
神
史
講
座
』
第
七
巻
、

　
　
　
昭
和
一
山
ハ
年
、
理
壮
心
祉
）
　
一
六
・
九
ぺ
…
ジ
。
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北
川
秀
測
著
『
イ
ン
ド
古
典
論
理
学
の
研
究
細
を
読
ん
で

九
三


