
宗
教
的

ー
キ

　
　
　
　
　
　
　
）

死
と
愛
　
三

　
　
　
　
　
　
　
（

エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
通
し
て
一

石

井

誠

士

八
　
神
一
人

　
　
　
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
：
ル
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
結
局
神
i
人
の
絶
対
逆
埋
、
神
が
一
定
の
時
、
　
一
定
の
場
所
に
人
と
し
て
生
ま
れ
、

　
　
生
活
し
、
死
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
、
一
体
か
か
る
事
柄
が
ど
う
し
て
人
間
存
在
に
決
定
的
に
重
大
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
客
観
的
真
理
の

　
　
探
求
の
道
か
ら
は
か
か
る
事
柄
は
真
理
と
は
な
ら
な
い
。
歴
史
学
的
、
あ
る
い
は
文
献
学
的
に
原
始
キ
リ
ス
ト
教
を
い
く
ら
研
究
し
た
と

　
　
し
て
も
、
地
上
を
歩
ん
だ
一
人
の
人
間
が
神
で
あ
る
と
い
う
こ
の
一
事
に
は
鋼
り
得
な
い
。
神
の
よ
う
な
人
格
と
か
奇
蹟
の
わ
ざ
と
か
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
つ
き
と
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
う
い
う
史
実
（
露
も
り
δ
「
冨
。
｝
話
ω
哨
食
こ
ぎ
ニ
ヨ
）
は
す
べ
て
近
似
（
》
薯
δ
首
き
酎
圃
§
）
に
過
ぎ
な
い
し
、
福
音
書
記

　
　
者
や
僑
西
京
の
証
雷
が
可
能
な
限
り
正
確
に
読
み
と
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
証
言
の
内
容
は
つ
ま
り
神
…
人
の
絶
対
逆
理
と
い
う
こ
と

　
　
で
あ
る
か
ら
し
て
、
証
言
さ
れ
た
事
柄
そ
の
も
の
の
真
理
性
の
証
明
に
は
一
歩
も
近
づ
い
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
更
に
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル

　
　
の
純
粋
思
惟
の
困
難
に
つ
い
て
は
先
に
語
っ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
概
念
的
知
識
も
神
一
人
の
端
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
排
除
す
る
も
の
と

　
　
言
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
思
弁
に
よ
っ
て
神
－
人
の
理
性
的
把
握
は
可
能
で
あ
る
。
否
む
し
ろ
、
『
初
期
神
学
的
文
献
』
に
見

　
　
ら
れ
る
よ
う
な
宗
教
の
プ
ロ
ブ
レ
マ
ー
テ
ィ
ク
か
ら
出
て
哲
学
へ
と
進
ん
だ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
全
体
が
、
根
本
的
に
は
啓
示
宗
教
の
概
念

597　
　
　
　
　
　
宗
教
的
死
と
愛
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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哲
学
研
究
　
第
五
百
二
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

化
と
し
て
、
哲
学
的
神
学
の
性
格
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
概
念
化
さ
れ
た
事
柄
と
啓
示
の
事
実
と
の
間
に
は
無
限
の
径
庭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

が
祷
る
。
既
に
一
々
の
歴
史
的
生
起
も
そ
う
で
あ
る
が
、
就
中
歴
史
に
現
わ
れ
た
永
遠
の
真
理
と
い
う
こ
の
絶
対
逆
理
は
悟
性
や
理
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

認
識
能
力
を
絶
対
に
越
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
キ
リ
ス
ト
教
は
む
し
ろ
、
神
が
単
独
の
人
問
と
し
て
現
存
し
た
と
い
う
事
実

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（
閃
欝
ε
ヨ
）
と
し
て
信
仰
（
Ω
盛
匿
）
の
対
象
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
信
仰
者
に
と
っ
て
の
真
理
で
あ
る
。
　
「
キ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ス
ト
教
は
神
的
な
も
の
と
人
間
的
な
も
の
と
の
統
一
と
か
、
主
観
－
客
観
と
か
の
教
説
（
冨
一
霞
⑳
）
で
は
な
い
。
扁

　
だ
が
、
信
仰
と
は
何
か
Q
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
！
ル
は
「
信
仰
は
信
じ
よ
う
と
決
心
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
誤
謬
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い

と
い
う
危
険
を
出
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
信
仰
は
信
ず
る
の
で
あ
る
。
人
は
別
の
仕
方
で
は
決
し
て
信
ず
る
に
到
ら

な
い
。
危
険
を
干
す
ま
い
と
す
る
の
は
水
に
跳
び
こ
む
前
に
泳
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
確
実
に
知
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の

（
3
）

だ
。
偏
と
爾
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
信
仰
の
真
実
を
表
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
パ
ス
カ
ル
の
「
賭
け
」
の
思
想
も
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
う

い
う
信
仰
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
と
か
く
人
を
「
鰯
の
頭
も
信
心
か
ら
」
式
の
安
易
な
畜
閉
的
信
心
の
誤
解
へ
と
導
き
易
い
の
で
あ
る
Q

一
体
信
仰
は
単
に
謂
わ
ゆ
る
「
悟
性
の
犠
牲
（
の
餌
O
【
圃
h
一
〇
同
報
ヨ
　
一
謬
片
ゆ
｝
｝
蓉
け
⊆
頴
）
」
に
よ
っ
て
、
理
属
無
し
に
唯
信
ず
る
と
い
っ
た
主
観
的
信
念
に

過
ぎ
ぬ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
際
、
信
仰
者
の
全
存
在
、
全
生
活
に
、
神
が
一
定
の
蒔
、
一
定
の
場
所
に
人
と
し
て
生
ま
れ
、
生
活
し
、

死
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
に
重
大
な
一
事
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
に

於
い
て
で
あ
ろ
う
か
。
一
体
神
が
人
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
人
問
存
在
に
と
っ
て
い
か
な
る
事
態
を
表
わ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場

合
、
神
と
は
何
を
、
人
1
こ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
自
明
で
な
か
っ
た
一
と
は
何
を
謂
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
キ
ェ

ル
ケ
．
コ
ー
ル
の
場
合
、
キ
リ
ス
ト
教
は
人
類
の
成
員
一
人
一
人
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
個
々
人
の
窮
極
的
生
命
に
か
か
わ
る
「
実
存
伝

（
4
）

知
」
な
の
で
あ
る
。
、
随
っ
て
、
そ
れ
は
キ
ジ
ス
ト
教
以
前
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
初
め
て
決
定
的
に
問
う
た
主
体
性
の
真
理
の
問
題
で
あ
る
。

「
キ
リ
ス
ト
教
が
問
う
の
は
主
体
性
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
は
、
そ
れ
が
そ
も
そ
も
有
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
主
体
性
の
う
ち
に
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

有
る
。
客
観
的
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
と
い
う
も
の
は
存
し
な
い
。
」
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
単
な
る
主
観
主
義
に
堕
さ
ぬ
た
め
に



　
　
は
、
先
ず
同
じ
く
主
体
性
の
真
理
を
問
題
に
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
立
場
と
の
関
連
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
は
、
神
と
は
私
が
私
自
身
の
う
ち
に
覚
す
る
私
と
世
界
と
を
越
え
た
絶
対
、
永
遠
の
真
理
を
指
し
て
い
る
Q
こ
れ
に
対

　
　
し
て
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
神
は
歴
史
に
於
け
る
具
体
的
な
一
人
格
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
於
い
て
、
行
為
的
自
己
に
よ
っ
て

　
　
自
己
の
う
ち
に
行
為
的
に
覚
さ
れ
て
い
た
超
越
的
な
神
が
真
に
歴
史
内
在
的
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
神
は
汎
神
論
的
に
自
然

　
　
や
蚕
齢
に
内
在
的
で
も
な
け
れ
ぽ
、
普
通
の
一
神
教
の
如
く
超
越
的
で
も
な
く
、
さ
り
と
て
人
格
成
立
の
根
抵
に
雷
わ
ぽ
内
在
的
超
越
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
し
て
覚
さ
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
超
越
即
内
在
、
内
在
即
超
越
で
あ
る
。
地
上
を
歩
い
た
一
人
の
人
間
が
神
で
あ
る
と
い
う

　
　
こ
と
、
言
が
肉
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
、
イ
エ
ス
が
「
真
な
る
神
に
し
て
真
な
る
人
」
、
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
こ
の
よ
う
に

　
　
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
は
決
し
て
神
を
超
越
的
他
者
と
し
て
建
て
る
立
場
で
は
な
い
。
し
ぼ
し
ば
誤
解
に
よ
っ
て
混

　
　
同
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
道
徳
的
意
志
や
博
愛
感
情
も
本
来
キ
リ
ス
ト
教
に
は
全
く
無
関
係
－
人
は
知
識
に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
道
徳
か
ら

　
　
も
宗
教
、
神
i
人
の
絶
対
逆
理
に
到
る
こ
と
は
絶
対
有
り
得
な
い
…
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
普
通
の
虚
無
感
と
か
罪
悪
感
と
か
も

　
　
そ
の
ま
ま
盧
ち
に
キ
ジ
ス
ト
教
に
結
び
つ
く
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
は
神
が
存
在
す
る
か
否
か
、
と
か
、
も
し
神

　
　
が
有
れ
ば
、
と
か
に
つ
い
て
の
真
剣
ぶ
っ
た
論
議
に
も
一
切
タ
ッ
チ
し
な
い
。
そ
れ
ら
す
べ
て
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
神
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

　
　
ズ
ム
」
の
以
前
の
立
場
と
し
て
イ
ロ
ニ
ー
の
無
限
の
反
省
に
よ
っ
て
一
挙
に
超
克
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
キ
ジ
ス
ト
教
は
む
し
ろ
、
神

　
　
が
人
に
な
っ
た
と
い
う
絶
対
逆
理
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
は
人
間
に
内
在
的
な
能
力
や
理
由
か
ら
神
を
論
じ
、
求
め
、
建

　
　
て
る
す
べ
て
の
「
人
間
の
わ
ざ
」
を
廃
棄
す
る
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
こ
で
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
立
場
も
そ
の
真
理
性
を
棄
揚
さ
れ

　
　
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
霊
と
肉
、
永
遠
と
時
、
無
限
性
と
有
限
性
と
い
っ
た
も
の
の
逆
理
的
綜
合
と
し
て
の
実
存
に
対
し
て
、
人
に

　
　
な
っ
た
神
、
塗
冒
す
れ
ば
真
に
霊
と
肉
の
統
一
を
果
し
、
霊
が
徹
底
し
て
肉
で
あ
り
肉
が
く
ま
な
く
霊
で
あ
る
が
如
き
人
格
と
い
う
全
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
新
し
い
神
像
に
し
て
人
間
像
が
定
立
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
神
と
は
肉
に
な
っ
た
霊
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
精
神
も
し
く

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
は
聖
霊
（
碧
馨
・
、
獄
哩
§
し
①
門
瓢
豊
σ
q
①
Ω
①
置
肯
）
と
い
う
の
は
ま
さ
に
か
か
る
霊
葉
肉
、
肉
即
霊
な
る
人
間
に
他
な
ら
な
い
。
父
、
子
、
嚢

恩　
　
　
　
　
　
宗
教
的
死
と
愛
　
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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辮
園
学
砿
明
廊
九
　
　
脾
弟
五
着
同
二
十
－
七
篇
穿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
工
ハ

霊
は
一
体
で
あ
る
。
人
は
聖
霊
に
よ
っ
て
大
工
の
子
イ
エ
ス
に
神
を
見
る
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
に
は
、
自
己
が
自
己
自
身
の
う
ち
に
真
理
を
追
想
す
れ
ぽ
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
真
理
の
実
現
で
あ
っ
た
。
稟
理
を
実
現
で

き
な
い
の
は
真
理
を
客
観
的
知
識
や
慣
習
の
う
ち
に
忘
却
し
、
無
知
の
状
態
に
陥
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
無
知
を
追
想
に
よ
っ
て
脱
す

れ
ば
、
真
理
、
随
っ
て
人
生
の
意
義
は
有
限
性
と
無
限
性
、
具
体
的
に
は
、
現
実
の
自
己
と
こ
れ
を
無
限
に
否
定
す
る
不
可
知
の
ダ
イ
モ

出
品
ン
の
声
と
の
不
断
の
緊
張
関
係
と
し
て
の
実
存
に
有
る
と
知
ら
れ
る
。
真
理
は
か
か
る
意
味
に
於
け
る
主
体
性
、
内
面
性
で
あ
る
。

こ
れ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ア
ル
フ
ァ
に
し
て
オ
メ
ガ
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
於
い
て
は
神
が
一
定
の
蒔
と
場
所
に
人
と
し

て
現
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
主
体
性
の
真
理
性
が
全
体
的
に
問
い
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
神
一
人
の
真
理
を
前
に
し
て

ソ
ク
ラ
テ
ス
的
内
面
性
の
根
幹
を
な
し
て
い
た
真
理
の
追
想
と
そ
の
実
現
と
の
問
一
性
に
対
す
る
信
頼
は
根
砥
か
ら
潰
え
去
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。
真
理
は
人
聞
性
の
限
界
と
し
て
の
イ
デ
ア
の
追
想
に
於
け
る
主
体
性
に
で
は
な
く
し
て
、
歴
史
に
具
現
し
た
神
一
人
の
絶
対
逆
理

に
有
り
、
主
体
性
は
む
し
ろ
こ
の
真
理
に
対
し
て
積
極
的
に
非
真
理
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
初
め
て
、
こ
れ
ま
で
我
々
が
断
え
ず
問
題
に
し
て
来
た
と
こ
ろ
の
人
間
存
在
の
根
源
的
事
実
と
し
て
の
自
己
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

逆
理
を
窮
極
的
な
統
一
へ
と
も
た
ら
す
原
理
、
つ
ま
り
精
神
が
定
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
人
間
に
は
霊
即
肉
、
肉
即
霊
乃
至

は
超
越
即
内
在
、
内
在
即
超
越
と
し
て
の
人
閥
も
し
く
は
神
の
有
り
方
は
大
凡
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
時
間
論
的
に
書
え
ば
、
神

…
人
到
来
の
時
は
そ
こ
で
永
遠
が
真
に
蒔
の
中
の
永
遠
と
な
り
、
時
も
ま
た
永
遠
の
充
満
す
る
時
と
な
る
「
時
の
充
実
（
（
購
①
閃
砕
＝
①
〔
一
①
「
N
Φ
一
樽
）
」

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

と
し
て
の
瞬
間
（
》
二
σ
q
①
垂
莫
）
で
あ
る
。
　
「
時
の
満
ち
る
に
及
ん
で
、
神
は
御
子
を
女
か
ら
、
律
法
の
も
と
に
生
ま
れ
さ
せ
て
つ
か
わ
さ

　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

れ
た
G
」
瞬
間
は
プ
ラ
ト
ン
も
運
動
（
ミ
ミ
£
の
）
、
す
な
わ
ち
移
行
（
騰
犠
曾
叙
）
の
概
念
の
問
題
連
関
か
ら
深
く
問
題
に
し
た
、
瞬
閤
は
「
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
規
定
に
於
け
る
非
存
在
」
と
し
て
、
「
い
か
な
る
時
に
も
有
る
こ
と
な
し
に
運
動
と
静
止
の
間
に
存
す
る
も
の
、
そ
こ
で
、
ま
た
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
（
8
）

か
ら
、
運
動
し
て
い
る
も
の
が
静
止
に
、
静
止
し
て
い
る
も
の
が
運
動
に
転
ず
る
と
こ
ろ
の
場
所
無
き
奇
妙
な
も
の
（
獣
3
符
。
セ
）
」
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

「
突
如
的
な
も
の
（
砂
臨
、
竃
セ
叩
肉
）
」
で
あ
る
。
こ
の
、
時
に
於
い
て
時
を
越
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
瞬
間
は
し
か
し
、
ギ
リ
シ
ア
に
於
い
て



　
　
抽
象
的
に
し
か
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
に
於
い
て
は
真
の
時
性
の
概
念
が
欠
け
て
い
た
。
先
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
時
は
さ
し

　
　
当
っ
て
唯
々
は
か
な
く
、
虚
し
く
過
ぎ
行
く
叢
々
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
過
去
も
無
け
れ
ば
未
来
も
無
い
。
一
般
に
、
ギ
リ
シ
ア
人
は
永
遠

　
　
を
こ
の
無
限
に
内
容
空
虚
な
無
限
の
継
続
と
し
て
の
現
在
的
な
時
全
体
の
背
後
の
過
去
的
な
も
の
と
し
て
抽
象
的
に
語
え
て
い
た
。
だ
か

　
　
ら
こ
そ
永
遠
の
真
理
は
追
想
に
よ
っ
て
不
完
全
な
が
ら
獲
得
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
於
い
て
、

　
　
永
遠
は
現
在
の
直
下
に
於
け
る
時
の
絶
対
否
定
で
あ
る
。
永
遠
は
時
と
絶
対
に
対
立
す
る
。
し
か
し
時
を
離
れ
て
永
遠
が
有
る
の
で
は
な

　
　
い
。
時
と
永
遠
と
が
ぶ
つ
か
り
触
れ
合
う
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
瞬
閥
で
あ
る
。
瞬
閥
に
於
い
て
時
は
心
え
ず
永
遠
に
反
発
し
つ
つ
こ
れ
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
っ
て
充
た
さ
れ
る
永
遠
の
時
と
な
る
。
瞬
間
は
「
永
遠
の
ア
ト
ム
」
で
あ
る
。
瞬
問
の
定
立
と
共
に
初
め
て
真
の
時
性
の
概
念
が
得
ら
れ
、

　
　
過
・
現
・
未
の
区
別
が
意
義
を
持
っ
て
来
る
と
共
に
、
人
間
存
在
に
歴
史
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。
自
然
は
言
わ
ば
無
時
間
的
に
永
遠
で

　
　
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
人
閥
は
蒔
の
絶
対
否
定
と
し
て
の
瞬
間
に
於
い
て
、
時
の
直
中
に
在
っ
て
永
遠
で
あ
る
。
本
来
的
歴
史
は
瞬
間
に
・

　
　
於
け
る
時
と
永
遠
と
の
逆
理
弁
証
法
的
関
係
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
　
「
永
遠
の
ア
ト
ム
」
と
し
て
の
瞬
間
の
規
定
を
久
い
た
時
聞
込

　
．
念
は
抽
象
的
で
あ
り
、
永
遠
も
時
も
、
過
去
も
未
来
も
、
ほ
ん
と
う
に
は
活
き
た
内
実
を
失
う
。
キ
リ
ス
ト
の
蒋
、
謂
わ
ゆ
る
カ
イ
ロ
ス

　
　
は
か
か
る
晴
と
永
遠
と
の
逆
理
的
統
一
と
し
て
の
瞬
間
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
は
、
現
在
も
未
来
も
過
去
も
、
こ
の
瞬
間
に
於

　
　
い
て
永
遠
で
あ
り
、
瞬
間
は
時
を
不
断
に
新
た
に
す
る
も
の
と
し
て
、
永
遠
に
同
時
的
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
か
か
る
神
－
人
の
絶
対
逆
理
が
個
人
に
リ
ア
ル
な
意
味
を
持
っ
て
来
る
の
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
主
体
性
が
神
一
人
の
絶
対
逆

　
　
理
と
ぶ
つ
か
り
、
こ
れ
と
無
隈
に
緊
張
し
た
弁
証
法
的
関
係
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
に
は
真
理
、

　
　
永
遠
の
至
福
は
有
限
な
自
己
に
絶
対
否
定
的
な
隠
る
右
眼
な
も
の
、
否
む
し
ろ
、
そ
れ
と
有
限
な
自
己
と
の
弁
証
法
的
関
係
そ
の
も
の
で

　
　
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
場
合
、
主
体
性
、
内
需
性
が
真
理
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
の
根
本
的
課
題
は
自
己
の
逆
理
を
把

　
　
持
す
る
こ
と
、
『
後
書
』
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、
「
絶
筆
的
テ
ロ
ス
に
絶
対
的
に
関
係
す
る
と
一
理
に
、
相
対
的
テ
ロ
ス
に
網
対
的
に
関
係

　
　
　
　
（
蕪
）

　
　
す
る
こ
と
」
に
有
る
が
、
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
主
体
性
は
そ
の
内
面
化
の
程
度
、
つ
ま
り
そ
の
課
題
の
遂
行
へ
の
肉
薄
の
度
合
に
応
じ
て
、
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三
七



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
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五
酉
二
十
七
暦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

履　
　
多
様
な
形
態
を
取
り
得
る
の
で
あ
り
、
内
を
主
体
に
し
て
自
己
主
張
的
に
そ
れ
の
外
へ
の
蓑
現
に
向
う
イ
ロ
一
｝
1
や
こ
れ
を
匿
名
と
し
た

　
　
倫
理
的
実
存
か
ら
、
反
省
が
課
題
そ
の
も
の
の
方
へ
と
内
に
反
転
返
照
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
フ
モ
ー
ル
を
経
て
、
閉
鎖
的
な
隠
れ
た

　
　
内
薦
性
の
う
ち
で
ひ
た
す
ら
課
題
へ
と
向
う
宗
教
的
笑
存
に
到
る
ま
で
内
薗
化
の
ポ
テ
ソ
ツ
を
高
め
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
そ
の
神
醐

　
　
係
の
も
と
の
自
己
の
直
接
性
の
死
滅
と
い
う
課
題
の
遂
行
の
行
為
が
、
無
限
の
苦
悩
を
伴
っ
た
「
責
め
の
意
識
」
の
持
続
に
ま
で
深
ま
つ

　
　
て
も
、
神
関
係
に
於
け
る
主
体
性
自
体
の
真
理
性
が
問
い
に
付
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
無
い
。
「
『
責
め
の
意
識
』
に
於
い
て
は
、
責
め
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
永
遠
の
至
福
と
の
関
係
と
～
つ
に
把
持
し
抜
く
こ
と
を
通
し
て
本
質
的
に
責
め
有
る
者
と
な
る
の
は
同
一
の
主
体
で
あ
る
。
」
ソ
ク
ラ
テ

　
　
ス
的
主
体
性
の
、
絶
対
的
テ
ロ
ス
に
絶
対
的
に
関
係
す
る
と
同
時
に
、
相
対
的
テ
ロ
ス
に
梢
対
的
に
関
係
す
る
と
い
う
無
限
の
諦
念
の
課

　
　
題
は
、
は
て
し
な
き
課
題
に
止
ま
っ
て
自
己
の
藏
接
性
は
死
に
き
ら
な
い
。
そ
れ
は
刷
な
見
方
を
す
れ
ぽ
、
時
に
於
け
る
実
存
と
い
う
も

　
　
の
、
随
っ
て
玉
樹
が
決
定
的
意
義
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
永
遠
の
真
理
が
プ
ラ
ト
ン
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
到
る
西
洋
哲
学
の
思
弁
と
は
異
な
る

　
　
に
せ
よ
、
な
お
実
存
そ
の
も
の
に
見
出
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
キ
ェ
ル
ゴ
ー
ル
が
宗
教
性
A
と
呼
ん
だ
も
の

　
　
は
、
か
か
る
、
苦
悩
と
「
責
め
の
意
識
」
を
実
存
的
パ
ト
ス
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
人
閣
の
達
し
得
る
最
後
の
有
り
方
、
つ
ま
り
内
在
性
、

　
　
そ
れ
も
そ
の
全
体
の
極
点
を
な
す
と
こ
ろ
の
有
り
方
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
宗
教
性
A
は
人
間
が
人
間
で
あ
る
限
り
、
誰
も
が
達
し
得

　
　
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
普
遍
人
間
的
宗
教
性
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
感
性
的
実
存
や
謂
わ
ゆ
る
思
弁
的
宗
教
性
と
異
な
り
、
自
己
の
絶

　
　
対
否
定
底
に
於
い
て
、
そ
れ
と
自
己
と
の
か
か
わ
り
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
鷺
う
ま
で
も
な
く
感
性
や
理
性
の
立
場
を
破

　
　
つ
た
宗
教
性
で
あ
る
。
人
は
無
限
の
諦
念
に
よ
る
内
面
化
の
弁
証
法
を
通
し
、
「
責
め
」
の
全
体
性
を
意
識
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
達
し
得

　
　
る
。
そ
し
て
、
神
－
人
の
絶
対
逆
理
と
の
弁
証
法
的
関
係
を
可
能
に
す
る
人
間
の
有
り
方
は
こ
の
宗
教
性
A
の
主
体
性
を
措
い
て
他
に
無

　
　
い
。
自
己
の
逆
理
の
自
覚
を
深
め
る
こ
と
と
一
つ
に
の
み
神
一
人
の
絶
対
逆
理
と
の
関
係
は
個
々
人
の
個
々
人
自
身
の
事
柄
と
な
り
得
る
。

　
　
人
は
直
接
的
に
キ
ジ
ス
ト
と
関
係
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
直
棲
的
認
知
に
於
い
て
は
自
己
と
自
己
の
永
遺
の
至
福
は
少
し
も
問
題
に

　
　
な
っ
て
い
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
人
は
自
己
と
自
己
の
絶
対
否
定
底
と
の
無
限
な
緊
張
関
係
を
内
醗
性
に
於
い
て
耐
え
抜



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
く
行
を
通
し
て
の
み
神
i
人
の
絶
鰐
逆
理
と
の
関
係
、
つ
ま
り
逆
理
的
宗
教
性
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
、
宗
教
性
B
に
奇
蹟
的
に
、
陣
啄

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
同
時
的
に
開
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
神
は
、
瞳
っ
て
翠
煙
の
永
遠
の
至
福
は
、
自
己
の
底
の
内
在
的
超
越
に
で
は
な
く
、
地
上
を
歩
ん

　
　
だ
イ
エ
ス
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
は
、
自
己
に
於
け
る
逆
理
が
神
…
人
の
絶
対
逆
理
と
の
逆
理
弁
証
法
的
関
係
に
於
い
て
不
断
に
統

　
　
一
へ
と
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
性
A
と
宗
教
性
B
と
の
間
に
は
断
絶
、
質
的
飛
躍
が
有
る
。
A
に
於
い
て
は
永

　
　
遠
の
真
理
そ
の
も
の
は
逆
理
で
は
な
く
、
そ
れ
が
実
存
者
と
か
か
わ
る
限
り
に
於
い
て
の
み
逆
理
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て

　
　
B
に
於
い
て
は
永
遠
の
真
理
そ
の
も
の
が
歴
史
に
現
わ
れ
た
神
の
形
を
取
っ
て
、
内
在
で
も
超
越
で
も
内
在
的
超
越
で
も
な
い
、
超
越
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
内
在
、
内
在
即
超
越
と
し
て
、
「
第
二
の
位
置
」
に
立
つ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
B
に
於
い
て
実
存
者
は
永
遠
の
至
福
、
窮
極
的
真
理
を

　
　
人
間
の
内
在
性
の
う
ち
に
求
め
る
一
切
の
可
能
性
を
遮
断
さ
れ
、
真
に
歴
史
的
世
界
の
場
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
　
キ
リ
ス
ト
が
時
満
ち
る
に
及
ん
で
到
来
し
た
如
く
に
、
す
べ
て
の
個
人
は
時
満
ち
て
信
仰
を
得
る
。
既
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
イ
ロ
ニ
ー
や

　
　
古
代
の
ス
ケ
プ
シ
ス
も
人
間
が
自
我
や
集
団
を
先
ず
定
立
し
、
そ
の
確
実
性
を
も
と
に
し
て
努
力
す
る
と
い
っ
た
行
き
方
に
よ
っ
て
は
決

　
　
し
て
獲
得
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
内
在
性
全
体
と
の
断
絶
を
意
味
す
る
信
仰
に
最
大
限
に
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
は
、
客
観
的
不
確
実
性
の
代
り
に
客
観
的
に
見
れ
ば
背
理
（
山
信
◎
6
り
　
》
σ
ω
二
戦
伍
①
）
で
あ
る
と
い
う
確
実
性
が
来
る
が
、
こ
の
背
理
が
内
燭
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
、
　
、
、
　
、

　
　
清
熱
に
於
い
て
把
持
さ
れ
る
の
が
信
仰
に
他
な
ら
な
い
。
人
は
信
仰
の
自
無
く
し
て
キ
リ
ス
ト
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
薩
接
の
同
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
代
人
と
後
世
の
者
と
の
間
に
こ
の
点
に
於
い
て
差
別
は
全
く
無
い
。
キ
リ
ス
ト
到
来
の
時
の
「
永
遠
の
岡
時
性
」
と
瞬
間
に
於
い
て
圃
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
的
に
な
る
者
の
み
が
「
信
仰
の
実
見
（
〉
無
8
ω
冨
畠
ω
Ω
禦
影
野
ご
を
な
す
こ
と
が
で
き
、
か
か
る
者
の
み
が
本
来
の
同
時
的
な
者
で
あ
る
。

　
　
だ
か
ら
し
て
キ
リ
ス
ト
は
単
に
二
千
年
前
に
の
み
存
在
し
た
の
で
は
な
い
。
　
「
我
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
生
ま
れ
し
前
よ
り
有
り
」
と
言
っ
て
い

　
　
る
よ
う
に
、
瞬
間
は
時
に
於
け
る
永
遠
の
ア
ト
ム
と
し
て
、
永
遠
に
現
在
的
で
あ
る
。
イ
ザ
ヤ
の
予
鴛
し
、
パ
ゥ
群
が
ダ
マ
ス
コ
途
上
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
出
逢
っ
た
の
は
ま
さ
に
こ
の
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
　
「
絶
対
に
対
す
る
関
係
に
於
い
て
は
唯
一
つ
の
時
が
有
る
ぽ
か
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
現

　
　
在
が
。
絶
対
と
同
時
的
で
な
い
者
に
絶
対
は
無
い
。
し
か
し
て
キ
リ
ス
ト
は
絶
対
で
あ
る
が
故
に
、
彼
と
の
関
係
に
於
い
て
は
唯
一
の
局
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四
〇

面
が
、
つ
ま
り
同
時
性
の
局
面
が
有
る
の
み
だ
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
看
取
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
三
百
年
、
七
百
年
、
千
五
百
年
、

千
七
百
年
、
千
八
百
年
は
何
ら
問
題
で
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
が
彼
を
変
え
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
彼
が
誰
で
あ
っ
た
か
を
明
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

か
に
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
誰
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
唯
信
仰
に
の
み
明
ら
か
に
な
る
の
だ
か
ら
。
」
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
の
謂
わ
ゆ
る
「
反
復
（
芝
同
＆
①
聾
。
ぎ
σ
q
）
」
と
は
、
根
源
的
時
性
に
他
な
ら
ぬ
キ
リ
ス
ト
の
到
来
の
時
の
現
成
と
継
続
を
意
味
す
る
が
、

そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
と
の
同
時
性
に
於
い
て
現
実
化
す
る
の
で
あ
る
。

nN　rts　AAAAAAAAAAAAAA16　15　14　13　12　11　10　9　8　7　6　5　4　3　2　l

VVV　L一　VVVVV　LI　VVVV　V／　NU
寒
ら
、
§
専
ミ
押
G
り
「
り
■

寒
簿
逡
専
ミ
F
ω
の
ト
。
O
．

箏
§
隔
愚
ミ
魯
詳
寧
6
寒
ミ
N
u
ψ
c
。
O
≧
5
ピ

〉
ぶ
ら
、
～
鷲
ミ
ミ
鍔
¢
c
。
ト

ヒ
§
ぎ
“
専
ミ
押
ω
．
自
り
．

O
鉢
幽
．
蒔
●

黛
、
切
轟
・
ミ
尊
～
讐
び
ω
官
。
。
ω
♪
毒
θ
．

の
竃
ロ
留
℃
》
§
ピ

⑦
訂
乱
2
Q
o
．
c
。
り
．

①
冨
鼠
2
ω
．
O
O
．

寒
き
智
専
ミ
9
G
o
・
8
．

o
冨
謬
9
噂
ω
．
ト
っ
お
．

Φ
澤
灘
留
”
G
Q
．
卜
∂
＄
．

＜
笹
①
♂
邑
3
ω
．
G
。
O
蒔
■

＜
σ
Q
ド
≧
§
｝
魯
、
ζ
，
ミ
ど
ω
刷
8
ゲ

鉱
藁
副
（
貫
¢
目
課
”



（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

き
職
象
ミ
・
ミ
逡
ぎ
切
、
，
o
簿
§
”
ω
．
①
S

＜
σ
q
ド
｝
Φ
も
・
・
器
鐸
》
ワ
Ω
①
曽
7
0
‘

時
膏
き
ミ
曝
㌧
ミ
O
、
罵
ミ
恥
博
N
ミ
ミ
匂
ψ
8
．

九
宗
教
的
死
と
愛

“

　
　
　
キ
リ
ス
ト
と
同
雨
蓋
に
な
り
、
彼
と
逆
理
弁
証
法
的
関
係
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
先
ず
、
私
が
ど
こ
ま
で
も
私
で
あ
り
、
彼
が
ど
こ
ま

　
　
で
も
彼
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
が
自
己
で
あ
り
、
自
由
で
あ
る
如
く
に
私
も
自
巴
で
あ
り
、
自
由
で
あ

　
　
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
主
体
性
、
随
っ
て
宗
教
性
A
の
真
理
性
は
こ
こ
に
於
い
て
も
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
も
人
間
で
あ
る
か

　
　
ら
、
否
む
し
ろ
彼
こ
そ
は
徹
底
的
に
人
間
で
あ
る
の
だ
か
ら
し
て
、
人
は
そ
の
赤
裸
々
な
自
己
、
こ
の
具
体
的
現
実
的
な
私
を
離
れ
て
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
と
出
逢
う
と
い
う
こ
と
は
有
り
得
な
い
。
こ
の
点
で
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
キ
リ
ス
ト
も
全
く
変
わ
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
に
端
的
に
人
を
見
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
）

　
　
港
は
彼
の
名
を
借
り
て
偶
像
を
崇
拝
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
二
言
者
の
「
逆
理
的
内
面
性
」
に
於
い
て
は
、
他
繭
、
キ
リ

　
　
ス
ト
は
人
間
と
し
て
同
時
に
ど
こ
ま
で
も
神
で
あ
る
。
実
は
彼
が
徹
底
的
に
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
彼
が
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の

　
　
意
味
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
普
通
の
人
間
は
人
間
で
も
な
け
れ
ば
神
で
も
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
う
如
く
、
「
テ
ユ
ポ
ソ
よ
り
も
も

　
　
つ
と
奇
妙
な
怪
物
な
の
か
、
生
ま
れ
つ
き
な
ん
ら
か
の
神
的
な
も
の
に
与
か
っ
て
い
る
も
っ
と
善
良
で
単
純
な
存
在
な
の
か
」
解
ら
な
い
。

　
　
宗
教
性
A
に
於
い
て
自
覚
が
深
め
ら
れ
る
実
存
と
し
て
の
人
間
は
、
無
限
的
要
素
と
有
限
的
要
素
の
逆
理
的
綜
合
で
あ
る
。
か
く
し
て
キ

　
　
リ
ス
ト
と
の
同
時
性
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
に
、
自
身
と
全
く
等
し
き
者
と
の
弁
証
法
的
関
係
を
意
味
し
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
そ
の

　
　
ま
ま
直
ち
に
、
非
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
に
、
自
身
と
全
く
異
な
れ
る
者
と
の
関
係
を
も
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
そ
の
超
人
間

　
　
性
に
於
い
て
人
間
的
で
あ
り
、
そ
の
人
間
性
に
於
い
て
超
人
間
的
で
あ
る
。
か
か
る
神
i
人
の
絶
対
逆
理
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
人
は
一
歩
も

　
　
前
進
す
る
こ
と
も
退
却
す
る
こ
と
も
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
は
信
仰
・
非
信
仰
の
溺
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
人
類
一
人
一
人
に
と
つ
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四
二

鵬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
て
永
遠
に
「
暖
き
の
可
能
性
（
ζ
α
σ
Q
無
量
冨
（
冨
〉
隔
．
σ
q
＠
．
コ
『
Φ
。
・
）
」
で
あ
る
。
彼
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
覆
き
、
ギ
リ
シ
ア
人
に
は
愚
か
」
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
り
、
ま
た
近
世
的
知
識
人
に
は
背
理
で
あ
る
。
こ
の
着
き
の
形
態
は
、
本
質
的
に
見
て
、
キ
リ
ス
ト
の
神
性
に
対
す
る
即
き
と
そ
の
人
間

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
性
に
面
す
る
贋
き
と
二
種
を
別
つ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
の
神
性

　
　
と
人
間
性
と
は
実
は
全
く
一
つ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
こ
の
二
種
の
本
質
的
な
贋
き
の
形
態
は
む
し
ろ
同
一
の
事
態
を
意
味
し
て
い

　
　
る
と
雷
う
べ
き
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
人
間
性
に
躍
く
老
は
概
に
そ
の
神
性
に
も
蹟
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
神
一
入
（
こ
の
こ
と
に
於

　
　
い
て
キ
リ
ス
ト
教
は
神
と
人
と
の
統
一
に
関
す
る
、
か
の
幻
想
的
に
思
弁
的
な
も
の
で
な
く
し
て
、
神
で
あ
る
と
こ
ろ
の
単
独
の
人
間
を

　
　
理
解
す
る
の
で
あ
る
）
は
唯
信
仰
に
と
っ
て
の
み
有
る
。
だ
が
、
暴
き
の
可
能
性
は
ま
さ
に
信
仰
が
そ
れ
と
共
に
生
じ
得
る
と
こ
ろ
の
突

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
き
放
し
で
あ
る
。
…
人
が
引
き
を
選
ぶ
場
合
は
別
と
し
て
。
」
キ
ジ
ス
ト
に
於
い
て
「
暑
き
の
可
能
性
偏
を
見
ぬ
者
は
キ
リ
ス
ト
に
出

　
　
逢
っ
た
者
で
は
な
い
。
彼
と
の
直
接
的
、
非
弁
証
法
的
至
嘱
は
有
り
得
な
い
。
し
か
し
、
人
は
こ
の
「
蹟
き
の
可
能
性
漏
に
い
か
に
し
て

　
　
贋
か
ず
に
す
む
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
も
は
や
「
信
仰
に
よ
っ
て
」
と
需
う
よ
り
他
無
い
。
唯
信
仰
の
み
が
人
を
し
て
イ
エ
ス
の
神
性

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
と
入
間
性
と
に
同
時
に
正
し
く
関
係
せ
し
め
る
。
否
む
し
ろ
、
信
仰
と
は
神
－
人
の
絶
滅
逆
理
と
の
逆
理
弁
証
法
的
関
係
自
体
に
他
な
ら

　
　
な
い
。

　
　
　
神
－
人
と
出
逢
っ
て
慶
く
可
能
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
人
間
が
罪
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
性
A
に
於
い
て
は
主
体
性

　
　
が
真
理
で
あ
り
、
真
理
は
主
体
性
で
あ
っ
た
が
、
宗
教
性
B
に
於
い
て
は
「
第
二
の
位
置
」
の
弁
証
法
的
な
も
の
と
の
関
係
に
於
い
て
、

　
　
主
体
性
は
非
真
理
で
あ
る
。
そ
し
て
、
非
真
理
は
歴
史
に
具
現
し
た
真
理
に
対
す
る
「
罪
（
ω
密
山
Φ
ご
を
意
味
す
る
。
　
一
体
、
人
間
の
霞

　
　
由
に
は
底
無
し
に
自
由
と
言
え
る
と
こ
ろ
が
有
る
。
し
か
し
そ
の
自
由
の
無
底
性
の
無
、
自
由
が
自
由
自
身
を
根
拠
に
し
て
い
る
と
い
う
“

　
　
こ
と
こ
そ
ま
さ
に
自
由
の
眩
蚤
、
つ
ま
り
不
安
の
可
能
性
に
他
な
ら
な
い
。
『
不
安
の
概
念
』
の
中
で
、
「
不
安
は
必
然
性
の
規
定
で
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
け
れ
ぽ
自
由
の
規
定
で
も
な
い
。
そ
れ
は
縛
ら
れ
た
自
由
（
Φ
霧
σ
Q
①
翻
塗
3
男
二
丁
Φ
δ
で
あ
る
。
そ
こ
で
自
由
は
そ
れ
自
身
に
於
い
て
霞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
由
で
な
く
縛
ら
れ
て
い
る
、
そ
れ
も
必
然
性
の
う
ち
に
で
は
な
く
、
霞
由
自
身
の
う
ち
に
縛
ら
れ
て
い
る
。
」
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
か



　
　
か
る
人
間
的
自
由
の
自
縄
自
縛
が
「
罪
」
の
有
り
方
な
の
で
あ
る
。
宗
教
性
A
に
於
い
て
そ
の
意
識
が
深
め
ら
れ
る
「
責
め
」
は
、
精
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
規
定
か
ら
見
れ
ば
、
実
は
「
罪
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
罪
の
意
識
（
ω
吟
コ
島
①
四
一
）
①
～
く
二
ゆ
｛
汚
陣
コ
）
」
は
必
ず
自
己
の
根
源
的
儲
蓄
に
対
す
る
積

　
　
極
的
な
反
抗
の
性
格
を
有
す
る
。
自
由
の
自
縄
肖
縛
は
自
由
の
膚
由
自
身
へ
の
不
透
徹
と
し
て
自
由
の
根
源
性
に
対
す
る
「
罪
し
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
「
不
安
は
三
体
の
生
命
に
於
け
る
瞬
間
で
あ
る
。
篇
と
雷
わ
れ
て
い
る
が
、
不
安
は
時
間
論
的
に
は
、
根
源
呼
時
性
、
つ
ま
り
「
永
遠
の
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
ト
ム
」
と
し
て
の
瞬
間
の
契
機
を
抽
象
し
た
無
限
な
過
ぎ
去
り
（
く
。
「
亀
腹
三
鑑
2
“
）
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
「
無
限
に
内
容
空
虚
な
現
在
」

　
　
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
不
安
は
精
神
の
規
定
か
ら
す
れ
ば
「
罪
」
で
あ
る
。
か
く
考
え
る
な
ら
ぽ
、
「
罪
」
と
い
う

　
　
も
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
内
外
・
前
後
の
全
人
類
に
普
逓
的
に
存
す
る
と
見
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
ギ
リ
シ
ア
的
清
朗
翫
と

　
　
形
容
し
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
、
あ
る
い
は
ニ
ー
チ
ェ
が
「
生
成
の
無
垢
（
d
蕊
。
曹
ご
山
Φ
。
。
≦
Φ
乙
①
諺
）
」
を
見
た
フ
ォ
ア
ゾ
ク
ラ
…
テ
イ
カ

　
　
一
の
人
生
観
の
底
に
も
「
罪
」
は
不
安
と
い
う
形
で
実
は
隠
れ
て
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
人
間
が
入
閥
で
あ
る
限
り
人
間
は
不
安
を
持

　
　
つ
。
不
安
を
全
く
持
た
ぬ
個
人
や
民
族
と
い
う
も
の
は
無
い
。
の
み
な
ら
ず
、
不
安
の
深
さ
は
個
人
の
生
活
や
民
族
の
創
造
す
る
文
化
の

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
深
さ
を
表
わ
す
。
不
安
の
対
象
た
る
無
は
人
間
存
在
の
深
溝
に
於
け
る
根
源
的
霊
性
と
の
関
係
の
喪
失
を
示
し
て
い
る
Q
し
か
し
そ
れ
は

　
　
い
か
な
る
意
味
で
も
関
係
が
無
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
関
係
は
自
由
の
眩
耀
と
い
う
形
で
見
え
な
く
な
り
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
に

　
　
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
根
源
的
霊
性
の
側
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
が
「
罪
偏
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
先
に
宗
教
的
闘
題
は
、
人
聞
、
私
に
於
け
る
逆
理
の
綜
合
に
有
る
と
語
っ
た
が
、
「
罪
」
は
綜
合
の
統
一
の
欠
如
の
状
態
に
於
け
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
人
間
存
在
を
逆
理
的
に
構
成
し
て
い
る
要
素
栢
互
の
翻
鶴
関
係
（
峯
ゆ
く
①
噌
｝
延
9
芭
と
し
て
の
絶
望
（
＜
Φ
§
乏
塾
言
α
q
）
で
あ
る
。
実
存
老
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
し
て
、
つ
ま
り
霊
と
肉
、
永
遠
と
時
、
無
限
性
と
有
限
性
、
自
由
と
必
然
等
の
冥
2
窃
・
・
①
と
し
て
、
読
響
存
在
は
も
と
も
と
宗
教
的
に
設

　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
え
置
か
れ
て
（
同
象
σ
q
｝
α
。
。
§
ぴ
q
Φ
落
醗
）
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ぽ
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
限
り
に
於
い
て
の
み
、

　
　
我
々
は
二
…
チ
ェ
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
代
表
さ
れ
る
如
き
現
代
頭
洋
の
知
識
人
の
考
え
に
抗
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
人

　
　
閥
精
神
の
深
化
・
高
揚
の
歴
史
の
方
向
を
素
直
に
ど
こ
ま
で
も
肯
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
に
は
真
の
宗
教
性
の
自
覚
は
無
か
っ

697
　
　
　
　
　
　
宗
教
的
死
と
愛
鞠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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哲
学
研
究
　
第
五
蒼
二
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
賜
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

た
。
ギ
リ
シ
ア
の
神
は
結
局
運
命
一
そ
れ
は
ま
た
二
！
チ
ェ
の
運
命
愛
（
§
c
こ
註
）
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
有
の
命
運
（
ω
。
三
三
馨
［
ぎ
δ

の
思
想
の
う
ち
に
終
え
っ
て
来
て
い
る
一
に
止
ま
る
。
そ
こ
に
は
真
の
自
由
の
覚
醒
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
言
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
ギ

リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
追
想
と
死
と
が
最
後
の
自
由
の
可
能
性
で
あ
っ
た
。
キ
ジ
ス
ト
教
に
到
っ
て
初
め
て
運
命
の
必
然
性
を
破
る
神
、

自
由
が
定
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
、
中
世
の
ト
ミ
ズ
ム
や
近
世
初
頭
の
デ
カ
ル
ト
を
経
て
ヘ
ー
ゲ
ル

に
ま
で
到
る
西
洋
思
想
史
の
主
流
を
な
し
た
思
弁
哲
学
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
根
源
的
宗
教
性
か
ら
す
れ
ぽ
、
絶
え
ず

こ
れ
を
逸
脱
す
る
方
向
に
有
る
。
知
の
立
場
、
認
識
の
立
場
は
人
間
存
在
、
知
る
者
自
身
の
根
抵
の
逆
理
的
事
実
を
見
な
い
。
こ
れ
に
対

し
て
実
存
は
行
為
的
自
己
と
し
て
現
実
を
関
係
に
於
い
て
把
握
す
る
立
場
で
あ
る
。
精
神
の
場
は
透
徹
し
た
関
係
の
場
で
あ
る
。
　
「
近
世

哲
学
は
実
は
絶
望
を
問
題
に
す
べ
き
と
こ
ろ
で
誤
っ
て
疑
い
に
つ
い
て
語
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
学
問
に
於
い
て
も
生
活
に
於
い
て
も
疑
い

は
支
配
も
制
御
も
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
絶
望
は
関
係
を
人
格
性
の
規
定
（
単
独
者
の
規
定
）
に
導
入
し
、
倫
理
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

な
も
の
の
基
礎
と
な
す
こ
と
に
よ
り
、
正
し
い
方
向
を
指
し
示
す
。
」
人
は
神
一
人
の
絶
対
逆
理
に
於
い
て
関
係
の
翻
踊
関
係
に
他
な
ら

ぬ
自
己
の
絶
望
、
「
罪
」
を
覚
す
る
。
絶
望
の
翻
臨
関
係
は
実
は
自
己
の
根
源
的
霊
性
と
の
翼
翼
関
係
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
キ

リ
ス
ト
と
の
逆
理
弁
証
法
的
関
係
に
於
い
て
初
め
て
具
体
的
な
解
決
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
絶
望
は
「
罪
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
罪
」
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

常
に
「
聖
霊
に
逆
ら
う
鼻
偏
で
あ
り
、
こ
れ
を
超
克
す
る
も
の
は
聖
霊
以
外
に
有
り
得
な
い
。
つ
ま
り
「
罪
」
の
反
対
は
信
仰
、
具
体
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

に
は
「
罪
の
赦
し
」
に
対
す
る
信
仰
で
あ
る
。
「
す
べ
て
信
仰
か
ら
出
ぬ
も
の
は
『
罪
』
で
あ
る
。
」

　
信
仰
は
背
理
と
の
関
係
で
あ
る
が
故
に
悟
性
の
知
の
働
き
の
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
信
仰
老
は
絶
え
ず
「
悟
性
に
背
い
て
（
σ
q
紹
窪

〔
冨
く
Φ
『
里
民
）
」
信
ず
る
Q
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
ド
グ
マ
や
秘
蹟
へ
の
盲
吟
句
追
随
を
意
味
し
な
い
。
単
な
る
。
・
〔
・
c
農
。
…
二
琶
謬
⑦
一
【
里
諺

は
迷
信
か
配
光
で
な
け
れ
ぽ
狂
気
で
あ
る
。
そ
う
い
う
本
来
の
宗
教
に
似
て
非
な
る
も
の
を
我
々
は
徹
底
的
に
撲
滅
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

宗
教
は
む
し
ろ
絶
対
逆
理
と
の
逆
理
弁
証
法
的
関
係
と
し
て
、
悟
性
の
働
き
が
そ
こ
で
ぶ
つ
か
っ
て
つ
き
放
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
悟
性
の
働

き
の
お
の
ず
か
ら
止
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
悟
．
性
ぽ
か
り
で
は
な
い
。
感
情
や
意
志
も
そ
れ
だ
け
で
は
宗
教
に
対
し
て
は
歯
が
立
た
な
い
。



　
　
そ
こ
が
、
宗
教
が
哲
学
や
科
学
と
ぽ
か
り
で
な
く
芸
術
や
倫
理
と
も
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
芸
術
に
つ
い
て
言
え
ば
、
詩
人
の
創
作
は

　
　
自
己
の
逆
理
的
事
実
か
ら
絶
え
ず
目
を
逸
ら
し
、
可
能
性
の
世
界
、
主
観
的
閉
鎖
的
な
内
的
体
験
の
世
界
に
浮
游
す
る
こ
と
に
於
い
て
自

　
　
由
を
得
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
の
現
実
自
体
へ
の
方
向
と
は
全
く
方
向
を
逆
に
す
る
と
煮
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
詩
は
現
実
を
関
係

　
　
の
場
と
し
て
把
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
神
…
人
の
絶
対
逆
理
は
知
・
情
・
意
の
一
切
の
人
間
の
働
き
の
滅
ぶ
と
こ
ろ
で
な
け
れ
ぽ
な
ら

　
　
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
ま
た
知
・
情
・
意
は
等
し
く
里
謡
に
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
悟
性
が
感
．
情
や
意
志
に
安
易
に
身
を
譲

　
　
り
渡
し
て
単
な
る
非
合
理
主
義
に
陥
る
よ
う
な
こ
と
の
無
い
よ
う
に
、
悟
性
は
自
分
自
身
を
見
守
り
通
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
真
の
信
仰
者

　
　
は
「
悟
性
に
背
い
て
信
ず
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
で
も
悟
性
を
必
要
と
す
る
。
一
彼
が
悟
性
に
背
い
て
信
ず
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
す

　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
る
た
め
に
。
」
悟
性
で
知
解
で
き
ぬ
も
の
に
注
目
し
、
悟
性
に
背
い
て
そ
れ
と
不
断
に
関
係
す
る
た
め
に
こ
そ
人
は
悟
性
の
情
熱
的
な
力

　
　
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
信
仰
は
背
理
と
の
関
係
に
よ
っ
て
悟
性
を
否
定
し
つ
つ
、
却
っ
て
悟
性
の
目
を
繋
ぎ
澄
ま
す
も
の

　
　
で
あ
る
。
か
か
る
悟
性
と
信
仰
の
冷
徹
な
弁
証
法
を
持
ち
、
そ
れ
を
耐
え
抜
こ
う
と
せ
ぬ
者
は
真
に
神
－
人
と
の
関
係
に
立
つ
者
で
は
な

　
　
く
、
そ
こ
で
は
却
っ
て
迷
信
と
固
願
と
が
悟
性
の
力
を
縛
り
動
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
画
廊
奢
の
逆
理
的
内
面
性
に
於
い
て
、
神
－
人
の
絶
対
逆
理
は
不
断
に
自
己
の
逆
理
的
統
一
を
果
た
す
精
神
で
あ
る
。
歴
史
に
於
け
る

　
　
一
個
人
で
あ
る
点
か
ら
す
れ
ば
キ
リ
ス
ト
は
ど
こ
ま
で
も
私
の
外
な
る
私
か
ら
独
立
な
存
在
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
彼
は
根
源
的
霊
性
そ

　
　
の
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
私
の
全
く
新
し
き
主
体
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
が
私
の
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
彼
が
私
の
古
き
自
己
の
全

　
　
体
の
絶
対
否
定
底
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
に
於
い
て
私
は
自
ら
の
「
罪
」
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
同
時
に
、
自
己
の
根

　
　
源
素
立
性
と
の
関
係
を
回
復
す
る
。
　
「
罪
の
自
覚
」
の
主
体
と
信
仰
の
主
体
と
は
一
つ
で
あ
る
。
　
「
罪
」
を
自
覚
せ
ぬ
有
り
方
が
本
来
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
「
罪
」
f
「
罪
の
奴
隷
」
の
意
味
で
一
で
あ
り
、
信
仰
と
は
む
し
ろ
「
罪
」
を
キ
リ
ス
ト
の
前
で
そ
の
全
体
性
に
於
い
て
自
覚
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
こ
と
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
着
に
な
る
と
は
、
精
神
、
自
己
、
自
由
の
受
肉
（
ヨ
。
聲
回
向
三
。
）
に
他
な
ら
ぬ
神
…
人
の
絶
対
逆
理
が

　
　
単
独
の
人
間
の
主
体
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
絶
対
否
定
即
絶
対
誉
定
的
に
新
し
き
人
影
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
移
行
の
問

717　
　
　
　
　
　
宗
教
的
死
と
愛
　
飼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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回
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四
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

題
連
関
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
媒
介
の
概
念
に
存
し
た
困
難
は
、
か
く
し
て
、
信
仰
の
「
質
的
飛
躍
に
於
け
る
本
来
的
自
己
の
定
立
し
に
よ
り
実

存
の
問
題
と
し
て
、
ま
た
実
存
の
ロ
．
コ
ス
（
理
法
）
の
問
題
と
し
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
◎
精
神
は
純
粋
思
惟
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

古
き
自
己
の
絶
対
死
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
。
す
べ
て
人
聞
の
問
題
、
そ
の
苦
悩
の
由
来
は
、
自
己
が
本
来
自
己
で
あ
る
べ
き
に
も
か
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

わ
ら
ず
ま
だ
透
徹
的
に
自
己
自
身
に
な
り
き
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
還
元
し
得
る
が
、
不
安
や
絶
望
は
か
か
る
可
能
態
に
於
け
る
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

（
3
ω
ω
Φ
冨
酵
費
珪
§
餐
セ
）
な
の
で
あ
る
。
可
奇
態
に
於
け
る
自
己
が
現
実
の
自
己
に
な
る
実
存
の
自
己
生
成
は
可
能
性
が
瞬
間
に
窪
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
、
そ
れ
ま
で
未
来
的
な
も
の
と
し
て
有
っ
た
現
実
性
に
よ
り
一
挙
に
二
化
（
＜
σ
忌
。
聞
2
）
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
の
他
無
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

「
可
能
性
が
現
実
性
に
よ
っ
て
滅
尽
さ
れ
る
」
運
動
、
そ
れ
が
へ
！
ゲ
ル
の
媒
介
概
念
に
対
立
さ
せ
ら
れ
た
「
反
復
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で

あ
る
。
人
は
キ
ジ
ス
ト
と
の
同
時
性
に
於
い
て
古
き
可
能
態
に
於
け
る
自
己
に
死
し
、
新
し
き
、
本
来
の
自
己
に
甦
り
生
き
る
。

　
イ
ロ
ニ
カ
ー
が
現
実
の
全
体
を
「
イ
ロ
ニ
ー
の
相
の
も
と
」
に
念
え
て
い
た
と
す
れ
ぽ
、
信
仰
者
は
そ
れ
を
…
蕎
わ
ば
「
精
神
の
網
の
も

と
（
讐
げ
。
・
鷺
。
冨
。
・
旨
ぎ
。
・
）
」
に
図
る
。
「
精
神
の
根
の
も
と
」
と
は
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
「
死
の
網
の
も
と
（
。
・
岳
ω
需
曾
ヨ
葺
芭
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
「
永
遠
の
相
の
も
と
」
は
実
存
的
に
は
「
死
の
柑
の
も
と
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
手
記
の
最
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

の
記
述
『
キ
リ
ス
ト
は
ど
う
し
て
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
か
』
（
一
八
五
五
年
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
G
「
精
神
と
は
何
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

（
何
と
な
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
は
精
神
で
あ
り
、
彼
の
宗
教
は
精
神
の
宗
教
で
あ
る
か
ら
。
）
精
神
と
は
死
せ
る
が
如
く
に
生
き
る
（
δ
審
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

三
①
σ
Q
婁
。
豪
コ
）
こ
と
一
死
に
き
る
（
・
。
ぴ
・
・
鐸
げ
2
）
こ
と
一
で
あ
る
。
」
と
。

　
死
は
種
々
に
考
え
ら
れ
る
。
動
物
は
本
来
死
な
ぬ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
時
と
同
じ
よ
う
に
死
も
ま
た
人
心
に
固
有
な
事
柄
で
あ
る
。

既
に
気
絶
や
睡
眠
は
死
の
類
比
で
あ
る
。
睡
眠
は
安
息
で
あ
る
。
だ
が
眠
っ
て
い
る
と
き
、
入
は
一
体
ど
こ
に
行
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

人
間
は
常
に
死
の
深
淵
の
上
に
生
き
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
見
れ
ば
、
善
悪
も
、
業
績
や
無
為
も
、
文
化
的
価
値
や
反
価
値
も
す
べ
て
は
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

し
く
虚
し
く
な
る
。
「
死
は
何
も
隠
さ
な
い
。
彼
の
姿
は
置
名
（
H
葺
。
σ
韓
三
δ
）
で
は
な
い
。
死
が
そ
こ
に
有
れ
ば
死
は
有
る
。
そ
れ
で
終
り

で
あ
る
。
…
…
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
が
次
々
に
消
え
、
そ
し
て
死
が
秘
密
と
し
て
残
る
。
こ
の
秘
密
は
そ
れ
自
身
は
説
明
さ
れ
ぬ
ま
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ま
に
、
全
人
生
が
一
つ
の
遊
戯
、
最
も
偉
大
な
こ
と
も
ご
く
些
細
な
こ
と
も
、
す
べ
て
は
学
童
の
如
く
去
っ
て
行
き
、
最
後
に
教
師
の
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

く
魂
自
身
も
．
去
っ
て
行
く
遊
戯
で
あ
っ
た
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
」
生
の
、
随
っ
て
時
の
虚
無
性
は
死
と
共
に
明
白
に
な
る
。
だ
が
、

か
く
見
ら
れ
た
死
は
、
無
論
決
し
て
死
の
観
念
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
が
、
尚
生
に
否
定
的
に
対
立
す
る
死
で
あ
る
。
死
は
生
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

貫
き
、
生
は
死
の
開
け
の
も
と
に
有
る
と
署
っ
て
も
、
そ
こ
で
は
死
は
ま
だ
ど
こ
ま
で
も
生
か
ら
見
ら
れ
て
お
り
、
死
そ
の
も
の
で
は
な

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
Q
死
そ
の
も
の
は
生
き
て
い
る
と
き
も
、
死
ん
で
も
、
ま
た
死
の
直
前
に
も
経
験
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、
生
も
絶
え
ず
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
影
の
如
く
纏
綿
さ
れ
て
い
て
真
に
活
き
た
生
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
は
生
き
て
い
る
と
き
も
、
死
ん
で
も
、
生
そ
の
も
の

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
生
き
、
死
そ
の
も
の
を
死
な
な
い
。
生
は
実
は
死
ん
で
も
死
な
ぬ
生
で
あ
り
（
古
来
、
霊
魂
の
不
滅
が
説
か
れ
て
い
る
如
く
）
、
死
も

日
々
に
生
を
脅
か
す
死
で
あ
る
。
人
生
は
ギ
リ
ギ
リ
に
生
き
た
と
し
て
も
生
と
死
の
単
に
交
錯
し
た
ハ
ム
レ
ッ
ト
的
生
で
あ
り
、
金
体
は

一
つ
の
不
可
解
な
遊
戯
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
し
か
る
に
、
こ
こ
で
「
死
の
椙
の
も
と
」
と
認
っ
た
場
合
の
死
は
か
か
る
意
味
で
の
死
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
死
そ
の
も
の
で
あ

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
。
死
そ
の
も
の
は
生
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
生
自
身
、
生
と
死
と
が
対
立
し
錯
綜
し
合
っ
た
生
そ
の
も
の
の
と
こ
ろ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
の
死
を
死
に
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
の
他
無
い
。
そ
し
て
、
精
神
と
は
そ
の
よ
う
な
死
そ
の
も
の
で
あ
る
。
生
死
が
対
立
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

合
っ
て
い
る
有
り
方
の
も
と
で
の
死
で
は
な
く
、
い
か
な
る
生
を
も
混
じ
え
な
い
死
そ
の
も
の
、
そ
こ
か
ら
し
て
生
が
死
で
あ
る
よ
う
な

死
に
し
て
生
、
更
に
需
え
ば
、
生
き
た
り
死
ん
だ
り
す
る
こ
と
の
無
き
も
の
が
生
き
て
死
ぬ
こ
と
、
そ
れ
が
精
神
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

か
か
る
精
神
で
あ
る
。
彼
の
生
は
死
そ
の
も
の
で
あ
る
。
生
の
深
淵
を
な
し
て
有
る
死
は
、
む
し
ろ
精
神
と
し
て
の
死
そ
の
も
の
の
匿
名

（H

秩
B
σ
q
轟
。
）
な
の
で
あ
る
。
信
仰
に
よ
っ
て
イ
エ
ス
に
精
神
の
具
現
を
見
る
者
は
彼
の
生
と
共
に
死
し
、
彼
の
死
と
共
に
生
き
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
る
が
、
そ
の
信
仰
の
生
は
死
そ
の
も
の
を
死
に
き
る
に
窮
ま
る
。
生
に
絶
え
ず
死
が
ま
と
い
つ
い
て
い
る
有
り
方
こ
そ
「
死
に
至
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

病
」
と
し
て
絶
望
で
あ
り
、
絶
望
は
最
大
の
精
神
的
悲
惨
で
あ
る
。
だ
が
、
「
救
済
は
ま
さ
に
究
ぬ
こ
と
、
死
に
き
る
（
≧
）
弩
藷
ε
こ
と

　
　
（
2
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
、
　
、

に
有
る
。
」
信
仰
の
窮
極
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
宗
教
的
死
で
あ
る
。
古
代
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
神
を
見
る
こ
と
は
死
を
意
味
し
て
い
た
。

　
　
　
　
宗
教
的
死
と
愛
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

口
演



774

　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
二
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

神
と
は
人
間
を
そ
の
有
る
が
ま
ま
の
生
死
早
生
か
ら
そ
の
死
を
通
し
て
解
放
す
る
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
由
と
い
う
こ
と
か
ら
雷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

え
ぽ
、
神
は
か
か
る
解
放
の
力
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
信
仰
は
自
由
i
神
の
全
能
一
と
必
然
性
一
死
に
纏
綿
さ
れ
た
運
命
的
生

　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
（
2
4
）

一
と
の
逆
理
理
的
統
一
で
あ
る
。
人
問
イ
エ
ス
に
神
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
私
の
絶
対
死
で
あ
る
。
絶
対
超
越
の
神
と
は
未
だ
死
な
れ

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ざ
る
宗
教
的
死
が
対
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
精
神
で
あ
り
、
自
己
で
あ
る
。
そ
し
て
自
己
は
互
い
に
反
発
し
合
う
二
要
素

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

1
霊
と
肉
、
永
遠
と
蒔
、
心
隈
性
と
有
隈
性
、
自
由
と
必
然
　
　
の
関
係
、
そ
の
逆
理
的
綜
合
で
あ
る
。
こ
の
逆
理
的
綜
合
と
い
う
と

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
ろ
に
宗
教
的
死
の
絶
対
否
定
が
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
『
死
に
至
る
病
』
の
信
仰
の
公
式
（
「
駆
梅
が
自
己
自
身
に
関
係
し
、
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

己
が
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
於
い
て
自
己
は
自
己
を
定
立
し
た
力
に
透
徹
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
」
）
で
、
自
己
の
神
の
カ

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

へ
の
透
徹
性
（
O
旨
。
蕃
冒
匿
σ
q
犀
⑦
菖
と
は
か
か
る
宗
教
的
死
に
他
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
現
実
が
現
実
の
絶
対
否
定
と
し
て
の
宗
教
的
死
か
ら
見
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
死
を
死
な
ず
、
ま
た
そ
れ
か
ら
絶
え
ず
離
脱
す
る

方
向
に
生
を
持
つ
個
々
人
か
ら
成
る
こ
の
世
界
は
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
世
界
に
転
ず
る
。
神
－
人
の
絶
対
逆
理
に
生
き
る
老
の
目
に
、
現

実
の
世
界
は
信
じ
得
る
真
実
な
、
恒
常
な
も
の
の
一
つ
と
し
て
無
き
世
界
、
悪
魔
の
ひ
し
め
き
、
あ
る
い
は
馴
れ
合
い
、
あ
る
い
は
相
克

す
る
修
羅
界
と
映
る
。
謂
わ
ゆ
る
悪
人
、
極
悪
非
道
な
犯
罪
者
や
栓
会
の
落
伍
者
が
悪
魔
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
彼
等
を
裁
き
、
疑
め

る
世
の
善
人
、
平
凡
に
し
て
無
害
な
日
常
人
の
心
の
底
に
こ
そ
悪
魔
は
頑
強
に
巣
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
描
い

た
よ
う
に
、
犯
罪
者
や
例
外
者
は
し
ば
し
ぼ
日
常
人
よ
り
深
く
悩
み
生
ぎ
る
者
で
さ
え
あ
る
。
無
論
我
々
は
犯
罪
や
無
秩
序
を
そ
の
ま
ま

肯
定
す
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
唯
、
「
死
の
相
の
も
と
」
に
、
薯
2
塁
二
四
ゲ
に
見
ら
れ
る
場
合
、
善
人
と
悪
人
、
世
間
的
に
価
値
有

り
と
み
な
さ
れ
る
人
間
と
全
く
無
価
値
と
み
な
さ
れ
る
人
閾
と
の
間
に
何
ら
の
差
別
は
無
く
、
等
し
く
自
己
の
根
源
的
霊
性
に
背
き
、
こ

れ
を
積
極
的
に
無
に
し
て
い
る
こ
と
を
言
わ
ん
と
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
人
は
習
慣
の
惰
性
に
よ
っ
て
デ
モ
ー
ニ
ヅ
シ
ェ
な
も
の
や
そ
の
怖

ろ
し
さ
に
気
付
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
こ
そ
精
神
の
喪
失
と
し
て
悪
魔
の
支
配
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

ー
ル
は
デ
モ
1
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
の
特
徴
と
し
て
例
え
ば
内
容
空
虚
と
退
屈
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
既
に
我
々
が
感
性
的
実
存
の



　
　
問
題
に
触
れ
た
際
に
見
た
如
く
（
三
参
照
）
、
感
性
的
実
存
の
恣
意
的
自
由
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
知
識
に
せ
よ
、
行
為
に
せ
よ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
感
情
に
せ
よ
、
そ
の
内
容
が
内
灘
性
に
於
い
て
、
自
己
と
の
弁
証
法
的
関
係
に
も
た
ら
さ
れ
、
自
己
自
身
に
重
複
（
寒
曾
喜
ζ
瓢
。
巳
さ
れ

　
　
よ
う
と
せ
ぬ
限
り
、
実
は
無
内
容
な
も
の
で
あ
り
一
内
面
性
と
は
透
徹
し
た
関
係
の
場
、
質
的
弁
証
法
そ
の
も
の
の
場
に
他
な
ら
な
い

　
　
一
、
そ
う
い
う
無
内
容
な
、
随
っ
て
抽
象
的
な
知
識
や
行
為
や
感
情
を
執
拗
に
追
求
す
る
心
の
底
に
は
生
存
の
根
概
の
空
虚
と
退
屈
を

　
　
有
限
な
も
の
に
鎚
っ
て
遮
二
無
二
超
克
せ
ん
と
す
る
恣
意
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
見
ら
れ
る
な
ら
ぽ
、
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
は

　
　
我
々
が
日
常
意
義
を
見
出
し
て
い
る
学
問
や
人
倫
や
芸
術
な
ど
の
価
値
領
域
に
も
広
く
深
く
根
を
張
っ
て
い
る
と
言
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
内
面
性
が
見
失
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
弁
証
法
の
久
け
て
い
る
と
こ
ろ
、
随
っ
て
、
直
接
性
が
恣
恵
的
に
肯
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
霊
性
（
昌
セ
m
ミ
戸
9
）
へ
の
閉
鎖
性
（
＜
Φ
【
㎝
。
監
9
。
・
Φ
夢
①
皆
）
と
し
て
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
が
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
打
ち
破
る
も
の
は
、

　
　
神
一
人
と
の
逆
理
弁
証
法
的
関
係
と
し
て
の
信
仰
を
措
い
て
他
に
無
い
。
神
i
人
こ
そ
は
人
間
に
質
的
弁
証
法
を
、
つ
ま
り
真
の
活
き
た

　
　
内
面
性
を
破
り
開
く
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
信
仰
は
神
…
人
と
の
透
徹
し
た
関
係
と
し
て
開
示
性
（
○
｛
｛
窪
夢
フ
く
。
＆
窪
）
で
あ
る
。
感
性
的
実
存
は
閉
鎖
性
で
あ
る
Q
そ
の
、
連
続
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
を
欠
い
た
醐
示
性
1
「
非
自
由
意
志
的
開
示
（
α
霧
毒
隔
量
三
藷
○
浮
5
ぴ
器
）
」
一
は
見
か
け
に
過
ぎ
な
い
。
イ
ロ
ニ
ー
や
フ
モ
ー
ル
、

　
　
倫
理
的
実
存
は
神
関
係
に
基
づ
い
た
開
示
性
で
あ
る
が
、
宗
教
性
A
は
そ
の
神
関
係
自
体
へ
の
内
面
化
の
故
に
再
び
閉
鎖
的
と
な
る
。
し

　
　
か
し
、
こ
れ
は
感
性
的
実
存
と
違
っ
て
ひ
た
す
ら
に
内
へ
と
向
う
閉
鎖
性
で
あ
る
。
根
源
的
開
示
性
は
逆
理
的
宗
教
性
と
し
て
の
宗
教
性

　
　
B
に
於
い
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。
真
の
弁
証
法
ー
デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
（
対
話
）
一
は
神
関
係
の
透
徹
性
と
一
つ
に
の
み
実
現
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
す
な
わ
ち
、
信
仰
は
交
わ
り
（
開
・
ヨ
ヨ
量
ぎ
ぎ
コ
）
と
し
て
愛
の
場
で
あ
る
。
愛
無
き
信
仰
は
有
り
得
な
い
。
否
む
し
ろ
、
愛
は
信
仰
の
現

　
　
実
態
で
あ
り
、
そ
の
窮
極
的
完
成
で
あ
る
。
自
己
の
う
ち
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
の
殺
滅
と
し
て
の
信
仰
は
悪
魔
の
ひ
し
め
く
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
は
た
ら

　
　
世
界
全
体
の
絶
対
否
定
と
し
て
の
愛
の
輝
き
で
あ
る
。
信
仰
者
は
、
神
－
人
と
の
逆
理
弁
証
法
的
関
係
に
立
つ
こ
と
に
於
い
て
、
世
界
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
真
直
中
に
世
界
の
絶
対
否
定
的
に
導
く
神
の
愛
、
神
の
創
造
の
わ
ざ
の
拠
点
と
な
る
。
宗
教
的
世
界
は
決
し
て
現
実
の
世
界
と
別
に
有
る

757
　
　
　
　
　
　
宗
教
的
死
と
愛
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
二
十
七
弩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

767　
　
の
で
は
な
い
。
現
実
の
世
界
自
体
の
絶
対
否
定
が
宗
教
的
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
真
の
現
実
の
世
界
、
歴
史
的
世
界
で
あ
る
。
後
者
か

　
　
ら
見
れ
ば
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
現
実
の
世
界
は
内
容
空
虚
な
虚
構
の
世
界
で
し
か
な
い
。
そ
こ
に
宗
教
的
世
界
の
現
実
の
世
界
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
裁
き
が
有
る
の
で
あ
る
。
神
の
愛
は
神
に
生
き
ぬ
者
へ
の
裁
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
裁
き
は
現
実
の
世
界
の
絶
対
否
定
で
あ
る
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
し
て
、
宗
教
的
世
界
自
身
の
徹
底
的
膚
己
否
定
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
か
か
る
宗
教
的
世
界
の
愛
と
裁
き
の
具
現
に
他
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
な
い
。
僑
論
者
は
世
の
直
中
に
在
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
苦
難
（
℃
塁
ω
δ
錫
）
i
そ
れ
は
十
字
架
上
の
死
に
極
ま
る
一
の
墨
描
を
共
苦
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
（
鼠
｝
け
一
①
…
伍
①
O
）
者
で
あ
る
。
苦
悩
の
根
本
は
神
の
自
己
否
定
的
愛
に
基
づ
い
て
、
隣
人
、
す
な
わ
ち
日
々
に
出
逢
い
、
あ
る
い
は
共
に
生

　
　
心
す
る
一
々
の
田
老
を
活
か
し
抜
く
こ
と
に
存
す
る
。
　
「
精
神
の
相
の
も
と
」
に
見
る
と
は
隣
人
の
う
ち
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
を

　
　
そ
の
絶
対
否
定
底
か
ら
把
え
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
者
に
は
キ
リ
ス
ト
や
他
の
キ
リ
ス
ト
者
の
苦
難
の
苦
悩
を
共
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
苦
し
む
「
共
苦
の
痛
み
（
ω
。
ぎ
嚢
N
号
「
窪
目
琶
一
三
Φ
）
篇
が
有
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
宗
教
性
A
の
、
直
接
性
を
殺
滅
す
る
内
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
化
の
行
に
伴
う
苦
悩
の
如
き
自
己
閉
鎖
的
苦
悩
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
の
苦
難
の
苦
悩
を
共
苦
す
る
と
は
こ
の
世
界
に
既
に
死
し
た
る
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
こ
の
世
界
に
な
お
生
き
る
こ
と
の
苦
悩
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
し
て
も
は
や
唯
、
イ
エ
ス
や
キ
リ
ス
ト
者
の
苦
難
に
固
執
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
こ
と
の
み
が
問
題
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
の
た
め
に
彼
の
苦
難
の
生
と
死
が
存
し
た
の
で
は
な
い
。
　
「
実
に
、
被
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
物
全
体
が
、
今
に
至
る
ま
で
、
共
に
う
め
き
共
に
産
み
の
苦
し
み
を
続
け
て
い
る
。
」
と
使
徒
の
語
っ
て
い
る
そ
の
全
被
造
物
の
苦
悩
と

　
　
の
戦
評
こ
そ
む
し
ろ
本
質
的
な
共
苦
で
あ
り
、
こ
れ
に
比
較
す
れ
ば
、
信
仰
老
圃
志
の
閉
鎖
的
な
共
苦
は
紙
本
質
的
で
さ
え
あ
る
。
感
性

　
　
的
実
存
は
も
と
よ
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
イ
ロ
ニ
ー
や
倫
理
、
フ
モ
ー
ル
や
宗
教
性
A
に
も
か
か
る
意
味
で
の
共
苦
と
い
う
こ
と
は
無
い
G

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
、
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
そ
れ
ら
に
は
他
者
の
苦
悩
を
霞
ら
の
う
ち
に
共
に
苦
悩
し
憂
慮
す
る
（
ぴ
①
霞
σ
q
撃
）
可
能
性
が
欠
け
て
い
る
G
況
ん
や
普
通
の
、
幸
・
不
幸

　
　
に
関
し
て
の
人
問
同
志
の
同
情
は
こ
こ
に
語
る
が
如
き
共
苦
と
は
凡
そ
無
関
係
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
幸
・
不
幸
は
宗
教
的
カ
テ
ゴ
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
一
に
属
さ
な
い
。
信
仰
と
共
に
愛
も
キ
リ
ス
ト
教
に
於
い
て
初
め
て
人
間
の
も
の
と
な
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
の
エ
ロ
ス
的
世
界
の
底
に
も
深

　
　
い
苦
悩
が
支
配
し
て
い
た
。
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
で
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
も
、
ま
た
ス
ト
ア
や
懐
疑
学
派
で
も
、
哲
学
は
生
存
の
苦
悩
か
ら
の
解
脱
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
道
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
常
に
死
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
だ
が
、
宗
教
的
死
と
愛
は
キ
リ
ス
ト
教
の
登
場
と
共
に
、
ギ
リ
シ
ア
の

運
命
的
世
界
の
突
破
と
し
て
、
人
間
存
在
に
全
く
新
し
い
存
在
の
地
平
を
、
関
係
の
場
、
超
越
即
内
在
、
内
在
即
超
越
と
し
て
の
真
の
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

史
の
場
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
は
、
全
被
造
物
の
苦
悩
の
共
苦
と
し
て
の
愛
の
弁
証
法
に
ま
で
深
化
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

た
。
キ
リ
ス
ト
の
苦
難
を
自
己
の
う
ち
に
経
験
し
、
身
に
帯
び
る
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
は
快
・
不
快
や
幸
・
不
幸
の
直
接
的
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
の
み
生
き
、
苦
悩
を
全
く
持
た
ぬ
と
思
え
る
ま
で
徹
底
し
て
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ェ
と
な
っ
た
無
精
神
的
な
二
十
世
紀
人
の

内
容
空
虚
に
し
て
退
屈
な
生
の
一
心
わ
ば
「
苦
悩
な
ら
ぬ
苦
悩
」
を
も
共
に
苦
し
む
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
ず
、
キ
リ
ス

ト
や
使
徒
は
そ
の
よ
う
な
苦
悩
を
苦
し
み
、
過
・
現
・
未
の
全
人
類
一
人
一
人
を
、
彼
等
の
身
分
や
才
能
や
学
識
、
況
ん
や
人
種
や
貧
富

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

等
の
差
別
を
越
え
て
、
絶
苅
的
に
そ
の
哀
れ
み
（
卑
ぴ
欝
器
コ
）
と
憂
慮
（
じ
噸
Φ
ω
。
建
白
）
の
う
ち
に
包
ん
だ
の
で
あ
る
。
被
造
物
は
今
も
、
「
実

に
、
切
な
る
思
い
で
神
の
子
達
の
出
現
を
待
ち
望
ん
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
被
造
物
が
虚
無
に
服
し
た
の
は
、
自
分
の
意
志
に
よ
る
の
で

は
な
く
、
服
従
さ
せ
た
か
た
に
よ
る
の
で
あ
り
、
且
つ
、
被
造
物
自
身
に
も
、
滅
び
の
縄
墨
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
神
の
子
達
の
栄
光
の
・
淘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
3
）

由
に
入
る
望
み
が
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
」

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

寄
。
、
四
聴
ご
、
受
婦
F
ω
．
G
。
卜
。
画
．

o
滞
＆
9
ω
．
N
り
。
。
…
魯
N
郎
く
σ
q
一
．
ミ
ミ
＄
o
黛
鉱
鷲
、
ミ
し
む
、
6
ら
沁
§
－
ψ
吐
露
h
．

囲
区
○
凪
．
H
●
器
．

肉
、
ミ
守
§
隣
帖
ミ
○
ξ
ミ
Q
、
～
ミ
ミ
曙
Q
D
●
o
。
G
。
塗

。
滞
民
負
。
”
ω
．
り
譲
｛
．

①
瀞
p
敷
”
G
D
．
に
①
・

黒
、
・
鳴
粛
託
S
h
き
硲
亀
」
ω
●
“
c
。
．

①
竃
コ
留
噛
ω
璽
G
。
b
の
・

①
浮
卸
留
嫡
¢
c
。
メ

宗
教
的
死
と
愛
　
鱒

婦
警
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隠
目
9

ω
●
8
0
・

・，

�
r
》
嵩
頭
罫
ω
「
一
ω
刈
冒

》
㌧
軽
タ
ω
．
o
。
9

藤
望
ミ
臼
。
寒
響
ω
．
卜
。
9

吋
亡
む
さ
簿
§
℃
ω
陰
刈
9

衛
頓
客
ミ
、
ミ
、
お
逡
－
蕊
ま
勢
【
四
薦
婁
簿
旨
毎
孟
窪
お
憂
診
σ
q
Φ
匹
く
。
コ
↓
冨
。
自
。
門
鵠
〔
一
g
冨
3
ω
●
＄
9

》
、
蝿
墨
o
Q
「
窯
や
〉
閂
ρ
ヨ
’

．
帖
西
ミ
這
↓
o
叙
♪
ω
．
駆
巳

と
舞
う
の
は
論
理
的
必
然
性
で
は
な
く
、
現
存
在
の
規
定
で
あ
る
。
（
＜
覧
b
に
≧
§
蒙
ミ
憩
§
轡
§
舞
Q
。
。
ω
卜
。
剛
h
．
）

二
蕎
う
ま
で
も
な
く
こ
の
公
式
の
前
半
は
、
信
仰
、
す
な
わ
ち
宗
教
性
B
の
逆
理
的
内
山
性
に
於
げ
る
宗
教
性
A
、
　
つ
ま
り
パ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

真
理
契
機
を
、
後
半
は
、
そ
の
「
第
二
の
位
概
」
の
弁
証
法
的
な
も
の
と
の
関
係
に
よ
る
絶
対
否
定
と
し
て
の
宗
教
的
死
を
表

閣
層

ω
．
鱒
。
。
9

ミ
か
、
～
ミ
．
鮭
憩
袋
、
起
臼
。
匙
き
ω
噂

ψ
。
。
O
．

，
Q
識
、
・
箭
、
ミ
㌶
黛
尊
y
Q
a
．
刈
①

隷
授
袋
協
嵩
↓
o
叙
♪
ω
・
H
ω
ω
．

G。

h
〉
コ
ヨ
．

十
七
磐

五



（
3
0
）
　
窒
馬
き
§
～
奪
ミ
N
§
胆
Q
．
o
昏
讐
ω
・
幽
●

（
3
1
）
　
胃
α
コ
ピ
。
。
．
這
一
錠
・

十
　
綜
括
と
展
望
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我
々
は
自
己
自
身
に
帰
る
と
い
う
我
々
の
課
題
か
ら
出
発
し
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
薯
作
に
向
か
い
、
彼
の
語
る
と
こ
ろ
に
随
っ
て
感

性
的
実
存
か
ら
イ
ロ
ニ
ー
や
倫
理
的
実
存
を
経
て
、
逆
理
的
宗
教
性
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
実
存
に
到
る
ま
で
、
実
存
の
飛
躍
的
自
己

生
成
の
μ
ゴ
ス
を
見
通
す
こ
と
に
よ
り
、
彼
に
於
け
る
宗
教
的
問
題
と
そ
の
解
決
の
道
を
明
ら
か
に
す
べ
く
努
め
て
来
た
。
宗
教
的
問
題

は
実
存
と
し
て
の
自
己
に
於
け
る
逆
理
、
あ
る
い
は
逆
理
に
於
け
る
自
己
自
身
に
有
り
、
そ
の
解
決
は
神
i
人
の
絶
対
逆
理
と
の
逆
理
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

証
法
的
関
係
に
、
つ
ま
り
宗
教
的
死
と
愛
に
得
ら
れ
る
。
こ
の
解
決
は
実
存
す
る
者
で
あ
る
限
り
の
人
間
が
、
実
存
す
る
こ
と
を
寸
毫
も

離
れ
ず
に
永
遠
の
至
福
を
得
る
唯
一
の
道
で
あ
っ
た
。
実
存
は
人
差
存
在
の
窮
極
的
救
済
の
問
題
に
関
し
て
プ
ラ
ト
ン
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に

到
る
西
洋
の
伝
統
的
思
弁
哲
学
や
プ
ラ
ト
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
キ
リ
ス
ト
教
の
有
し
て
い
た
人
間
に
内
在
的
な
力
や
救
済
の
決
定
性
に
対
す

る
信
頼
が
崩
壊
し
て
有
る
が
ま
ま
の
自
己
自
身
に
つ
き
帰
さ
れ
た
場
で
あ
り
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
や
原

始
キ
リ
ス
ト
教
は
元
来
か
か
る
実
存
の
真
理
、
つ
ま
り
実
存
伝
知
と
し
て
登
場
し
た
立
場
な
の
で
あ
っ
た
。
実
存
者
と
し
て
人
間
は
無
限

性
と
有
限
性
と
の
逆
理
的
綜
合
で
あ
る
が
、
こ
の
逆
理
は
プ
ラ
ト
ン
の
如
く
、
イ
デ
ア
界
の
最
高
善
の
観
想
に
よ
り
超
克
さ
れ
る
の
で
も
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
如
く
、
絶
対
精
神
と
し
て
の
神
に
止
揚
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
如
く
、
死
後
に
約
束

さ
れ
て
い
る
永
遠
の
至
福
の
信
仰
と
希
望
に
よ
り
耐
え
ら
れ
る
の
で
も
な
く
、
先
ず
、
実
存
者
の
「
責
め
」
と
し
て
自
己
の
責
任
の
も
と

に
ひ
た
す
ら
荷
わ
れ
抜
か
れ
る
（
「
宗
教
性
A
」
）
べ
き
も
の
で
あ
り
、
更
に
、
神
一
人
の
絶
対
逆
理
と
の
逆
理
弁
証
法
的
関
係
に
於
け
る

そ
れ
自
身
の
絶
対
死
を
通
し
て
の
み
窮
極
の
解
決
と
平
安
を
見
出
す
（
「
宗
教
性
B
」
）
に
到
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
特
に
注
意
し
た
く
思
う
の
は
、
そ
れ
で
は
キ
ェ
ル
ケ
、
コ
ー
ル
が
そ
の
人
生
と
著
作
の
最
後
の
呂
標
に
し
て
い
た
と
こ

　
　
　
　
宗
教
的
死
と
愛
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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五
四

ろ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
を
一
体
窮
極
的
に
実
現
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
問
え
ば
、
我
々
は
「
短
し
と
答
え
ざ
る
を
得
な
い
点
で
あ
る
Q

む
し
ろ
こ
の
点
に
こ
そ
「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
」
と
い
う
独
特
な
現
象
の
本
質
的
な
謎
と
悲
劇
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
く
り
か
え
し
、
自

分
は
キ
リ
ス
ト
者
で
は
な
い
、
と
轡
う
。
そ
れ
は
フ
モ
ー
ル
の
表
現
と
も
取
れ
る
が
、
そ
の
根
本
に
は
自
分
で
は
ど
う
に
も
し
難
い
「
罪
の

意
識
し
の
現
実
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
彼
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
並
ぶ
彼
の
精
神
的
先
駆
者
ハ
ー
マ
ン
か
ら
本
質
的
に
区
別
す
る
も
の
は
、
こ
の

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

信
仰
へ
の
真
摯
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
最
後
期
に
属
す
る
手
記
に
見
出
さ
れ
る
『
最
特
殊
摂
理
（
丁
．
o
＜
こ
Φ
コ
営
匂
。
唱
＆
鑑
u
・
臨
調
壼
）
』
と

　
　
　
　
　
（
1
）

題
さ
れ
た
文
章
に
於
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
　
「
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
一
つ
の
最
特
殊
摂
理
を
信
じ
る
こ
と
、

抽
象
的
に
で
な
し
に
具
休
的
に
信
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
唯
こ
の
信
仰
を
具
体
的
に
有
す
る
者
の
み
が
個
な
の
で
あ
る
。
他
の
す
べ
て
の
者

は
本
来
種
へ
の
関
係
に
於
け
る
手
本
に
身
を
任
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
勇
気
も
謙
虚
さ
も
持
た
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
者
は
個
で

あ
る
た
め
に
十
分
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
も
無
け
れ
ば
、
助
け
ら
れ
る
こ
と
も
無
い
。
」
と
。
彼
は
決
し
て
使
徒
の
よ
う
な
信
仰
を
持
っ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
む
し
ろ
天
才
で
あ
る
。
だ
が
、
天
才
で
あ
る
こ
と
を
「
罪
」
と
痛
感
し
て
い
た
天
才
で
あ
る
。
彼
の
生
涯
と

著
作
と
は
、
存
在
の
最
深
奥
の
、
現
象
的
事
象
に
よ
り
曇
ら
さ
れ
る
こ
と
は
有
っ
て
も
決
し
て
失
わ
れ
る
こ
と
が
無
く
、
狂
え
ず
彼
に
底

か
ら
否
定
的
に
働
き
か
け
て
来
る
、
逼
る
不
可
思
議
な
、
摂
理
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
も
の
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
た
。
彼
の
里
心
の

内
容
は
「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
需
葉
で
表
現
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
と
雷
わ
れ
る
が
、
そ
れ
こ
そ
永
遠
の
至
福
に
対
す
る
信
仰
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

人
が
実
存
者
と
し
て
の
人
間
に
踏
み
止
ま
り
、
そ
こ
で
苦
悩
す
る
こ
と
に
伴
っ
て
来
る
と
こ
ろ
の
「
書
い
表
わ
し
得
ぬ
喜
悦
翫
と
使
命
感

の
根
源
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
し
か
し
な
が
ら
、
彼
に
と
っ
て
こ
の
神
の
愛
、
摂
理
へ
の
信
仰
は
窮
極
的
救
済
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
そ
れ
に
到
る
言
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ば
「
第
一
の
感
熱
」
を
意
味
し
て
い
た
。
摂
理
は
彼
を
更
に
自
己
の
全
体
、
死
そ
の
も
の
を
死
に
き
る
こ
と
と
し
て
の
宗
教
的
死
へ
と
導

い
て
行
く
が
囎
き
内
容
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
が
、
キ
ェ
ル
ケ
．
コ
ー
ル
の
信
仰
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
モ
ニ
オ
ン
の
声
と
明
確

に
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
あ
く
ま
で
も
パ
ウ
ロ
的
に
途
中
的
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
と
同
様
、
彼
も
ま
た
弱
さ
に
於
い



　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
て
強
い
。
摂
理
は
同
時
に
彼
の
「
眼
中
の
刺
し
、
憂
愁
（
ω
O
『
～
く
O
「
＝
田
二
【
）
の
源
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
刺
、
肉
に
深
く
突
き
刺
さ
っ
て
い
て
、

　
　
自
分
の
力
で
は
決
し
て
抜
き
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
自
分
で
抜
き
表
ろ
う
と
努
め
れ
ば
ま
す
ま
す
紛
糾
を
生
ず
る
が
如
き
、
し
か
も
他

　
　
方
で
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
抜
き
去
ら
れ
る
こ
と
を
絶
え
ず
願
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
、
そ
れ
を
願
わ
ぬ
場
合
も
ま
た
「
罪
」
に
陥
る

　
　
こ
と
に
な
る
よ
う
な
刺
で
あ
る
。
そ
こ
に
彼
は
自
身
が
キ
ジ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
の
徴
証
を
見
る
。
同
時
に
彼
は
自
身
が
ま
だ
決
定
的
な

　
　
意
味
で
キ
リ
ス
ト
者
で
な
い
こ
と
を
も
知
る
Q
人
は
あ
る
い
は
キ
ェ
ル
ケ
．
3
ー
ル
の
か
か
る
、
言
わ
ば
典
型
的
に
キ
リ
ス
ト
教
的
と
見
ら

　
　
れ
る
逆
理
弁
証
法
的
な
信
仰
内
容
を
基
に
し
て
神
学
や
哲
学
を
企
て
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
に
は
、

　
　
そ
し
て
お
そ
ら
く
パ
ウ
ロ
に
も
、
到
底
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
、
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
実
は
こ
の
、
信
仰
に
於
い
て
却
っ
て
強
ま
る
閉

　
　
鎖
性
、
絶
望
、
「
罪
の
意
識
」
（
「
罪
」
は
楽
楽
に
よ
り
啓
示
さ
れ
る
）
こ
そ
彼
の
レ
ギ
ー
ナ
・
オ
ル
セ
ソ
と
の
婚
約
破
棄
の
原
因
と
み
な

　
　
し
得
る
の
で
あ
る
。
　
「
感
性
的
な
も
の
と
倫
理
的
な
も
の
と
の
均
衡
し
は
実
存
の
問
題
と
し
て
彼
に
は
成
就
し
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
真

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
に
宗
教
的
死
を
死
な
ぬ
隈
り
、
「
感
性
的
な
も
の
」
は
依
然
と
し
て
「
倫
理
的
な
も
の
」
に
背
く
も
の
、
不
可
解
な
仕
方
で
霊
の
爵
を
曇

　
　
ら
せ
る
も
の
を
意
昧
す
る
。
倫
理
的
生
に
於
い
て
こ
そ
、
美
や
性
欲
は
人
の
心
を
常
に
不
安
に
さ
せ
、
お
の
の
か
せ
る
暗
い
何
か
で
あ
る
。

　
　
確
か
に
婚
約
破
棄
は
「
罪
偏
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
結
婚
の
道
を
選
ぶ
こ
と
も
同
様
に
「
罪
」
で
あ
っ
た
。
霊
・
肉
の
綜
合
の
宗
教
的
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
は
倫
理
的
な
個
人
を
し
て
絶
対
の
デ
ィ
レ
ン
マ
の
前
に
立
た
し
め
、
閉
鎖
的
内
面
性
の
う
ち
深
く
に
追
い
や
っ
て
倫
理
の
課
題
を
棄
揚

　
　
（
u
。
蕊
幕
鼠
翼
2
）
せ
し
め
る
。

　
　
　
『
あ
れ
か
・
こ
れ
か
』
に
始
ま
っ
て
『
瞬
間
』
の
教
会
攻
撃
…
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
自
身
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
実
質
的
に
は

　
　
ニ
ー
チ
ェ
の
否
定
よ
り
は
る
か
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
一
に
終
る
彼
の
著
作
活
動
は
、
キ
リ
ス
ト
教
団
に
キ
リ
ス
ト
教
を
導
入
す
る
と
い
う

　
　
意
図
を
持
っ
て
い
た
が
、
断
え
ず
「
権
能
無
し
（
。
ぎ
Φ
＜
二
尊
9
け
ご
に
遂
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
権
能
無
し
」
に
信
仰
を
語

　
　
る
こ
と
の
「
罪
」
を
彼
自
身
誰
よ
り
も
よ
く
自
覚
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
関
接
伝
知
の
意
図
を
持
っ
た
多
く
の
宗
教
哲
学
的
、
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
謂
わ
ゆ
る
感
性
的
著
作
に
於
い
て
匿
名
の
蔭
に
隠
れ
、
普
通
で
あ
れ
ば
説
教
（
欝
＆
翼
）
と
呼
ば
れ
る
べ
き
薩
経
伝
知
の
著
作
、
彼
の

817
　
　
　
　
　
　
宗
教
的
死
と
愛
⇔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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哲
学
研
究
　
第
五
百
二
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

謂
わ
ゆ
る
建
徳
的
著
作
に
は
講
話
（
菊
＆
o
）
の
名
を
し
か
与
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ま
た
、
元
来
本
名
で
出
版
さ
れ
る
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

き
覚
醒
の
書
『
死
に
至
る
病
』
執
筆
前
後
の
時
期
に
、
彼
は
自
己
の
閉
鎖
性
が
決
定
的
に
突
破
さ
れ
、
彼
の
「
存
在
の
根
本
悲
惨
」
た
る

憂
愁
か
ら
す
っ
か
り
解
放
さ
れ
て
真
の
キ
リ
ス
ト
者
と
な
る
切
実
な
要
求
と
希
望
を
抱
き
、
ひ
た
す
ら
な
祈
り
の
日
々
を
過
ご
し
た
り
も

　
　
　
　
　
　
（
4
）

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
結
局
彼
の
存
在
は
更
新
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
彼
は
『
死
に
至
る
病
』
を
も
や
は
り
「
詩
」
と

判
定
し
、
自
分
以
上
に
徹
底
し
た
キ
リ
ス
ト
老
ア
ン
テ
ィ
ク
リ
マ
ク
ス
の
名
で
出
版
す
る
。
彼
は
生
涯
「
権
能
無
し
」
に
、
「
罪
」
を
犯

し
て
語
る
こ
と
に
自
分
の
使
命
を
見
出
す
。

　
我
々
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
か
か
る
極
度
に
緊
張
し
た
閉
鎖
的
内
面
性
、
例
外
老
的
な
宗
教
性
を
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
窮
極
と
も
人
閥

の
本
来
的
な
姿
と
も
み
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
は
彼
自
身
が
一
番
に
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
関
此
伝
知
は
内
面
性
の
真
摯

を
欠
い
た
晴
代
の
キ
リ
ス
ト
教
ー
キ
リ
ス
ト
教
界
一
に
は
覚
醒
の
手
段
と
し
て
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
必
要
な
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

は
使
徒
の
活
濃
々
地
な
行
為
と
直
接
伝
知
に
よ
る
信
仰
の
証
雷
の
は
ず
で
あ
る
。
無
論
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
確
か
に
キ
ジ
ス
ト
と
の
真
摯

な
か
か
わ
り
の
も
と
に
有
る
。
彼
は
イ
ロ
ニ
カ
ー
や
フ
モ
リ
ス
ト
で
は
な
い
。
彼
ほ
ど
に
イ
ロ
ニ
ー
や
フ
モ
ー
ル
の
罪
を
熟
知
し
て
い
た

者
は
少
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
同
案
に
、
彼
の
肉
の
要
素
、
詩
人
的
側
面
は
死
に
き
ら
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
と
の
か
か
わ
り
に
於
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

彼
に
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
ず
、
死
に
き
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
彼
に
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
矛
盾
か
ら
出
た
彼
の
作

品
は
す
べ
て
最
も
深
い
意
味
で
「
弁
証
法
的
好
情
詩
」
で
あ
る
。
彼
は
実
存
の
矛
盾
的
現
実
と
そ
の
解
決
の
方
向
を
明
ら
か
に
す
る
。
し

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

か
し
な
が
ら
、
決
定
的
な
も
の
は
彼
に
は
無
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
彼
と
の
関
係
に
於
い
て
我
々
に
と
っ
て
大
事
な
の
は

彼
の
信
仰
内
容
を
神
学
化
す
る
こ
と
で
も
、
彼
の
実
存
の
思
想
か
ら
一
そ
の
際
彼
の
宗
教
的
帰
結
を
無
視
し
、
随
っ
て
そ
も
そ
も
実
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

概
念
を
彼
と
は
別
様
に
規
定
し
て
ー
ー
実
存
の
哲
学
を
建
設
す
る
こ
と
で
も
な
く
し
て
、
彼
が
正
確
に
見
て
い
た
も
の
、
そ
し
て
そ
れ
に

ふ
さ
わ
し
い
仕
方
で
、
誠
実
に
表
現
し
伝
え
よ
う
と
し
た
も
の
を
正
し
く
受
け
と
め
、
実
現
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し

て
こ
そ
彼
の
、
摂
理
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
し
か
し
「
権
能
無
し
」
に
「
罪
」
を
犯
し
て
遂
行
さ
れ
た
著
作
活
動
の
「
捨
て
石
」
が
活
き



　
　
て
来
る
の
で
あ
る
。
彼
の
思
想
は
そ
の
「
権
能
無
し
」
に
よ
っ
て
思
弁
的
哲
学
の
み
な
ら
ず
見
か
け
の
権
能
を
持
っ
た
神
学
的
キ
リ
ス
ト

　
　
教
の
外
に
立
ち
、
「
西
洋
的
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
の
解
体
」
の
役
割
を
果
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
正
確
に
見
て
い
て
遂
に
実
現
で
き
な
か
っ
た
も
の
、
そ
れ
が
宗
教
的
死
で
あ
り
、
宗
教
的
愛
で
あ
る
。
両
者
は
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
本
に
於
い
て
一
つ
で
あ
る
。
死
は
愛
の
源
で
あ
り
、
愛
は
死
の
黒
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
一
人
の
絶
対
逆
理
と
の
三
芳
・
共
生
に
於
い
て

　
　
実
現
す
る
。
だ
が
、
我
々
は
こ
の
キ
ェ
ル
ゴ
ー
ル
の
問
題
の
中
心
点
に
於
い
て
、
実
は
キ
リ
ス
ト
教
自
身
の
そ
の
ド
グ
マ
化
し
形
骸
化
し

　
　
た
形
態
か
ら
の
脱
皮
へ
の
志
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
先
に
、
イ
エ
ス
が
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
彼
が
徹
底
し
て

　
　
人
間
で
あ
る
こ
と
だ
と
言
っ
た
。
（
九
参
照
）
彼
は
彼
の
神
性
に
於
い
て
人
間
的
で
あ
り
、
人
間
性
に
於
い
て
神
的
で
あ
る
。
神
で
な
い

　
　
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
彼
は
徹
底
し
て
神
で
な
い
。
普
通
の
人
閥
や
、
建
て
ら
れ
、
作
ら
れ
た
神
の
方
が
む
し
ろ
彼
以
上
に
神
的
で
あ

　
　
る
。
他
方
人
閾
で
な
い
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ぽ
、
彼
は
底
無
し
に
人
問
で
な
い
。
他
の
人
間
は
も
っ
と
人
量
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
エ
ス
が
「
神
に
し
て
人
」
と
い
う
こ
と
の
根
本
に
は
「
神
に
も
あ
ら
ず
、
人
に
も
あ
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
非
神

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
…
非
人
が
神
一
人
の
当
体
で
あ
る
。
神
に
も
あ
ら
ず
、
人
に
も
あ
ら
ず
、
何
物
で
も
な
い
も
の
が
そ
の
具
体
的
現
実
的
な
大
工
の
子
イ
エ

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ス
と
し
て
有
る
と
い
う
こ
と
が
、
神
一
人
の
絶
対
逆
理
の
一
層
本
質
的
な
規
定
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
神
－
人
の
絶
対
逆
理
は
「
非
神

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
一
非
人
」
匪
「
神
一
人
」
の
絶
対
逆
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
と
の
逆
理
弁
証
法
的
関
係
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
む
し
ろ
こ

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
非
神
－
非
人
の
場
、
何
物
で
も
な
い
も
の
の
場
、
つ
ま
り
絶
対
無
の
場
が
無
限
性
と
霧
限
性
と
の
逆
理
的
綜
合
た
る
実
存
の
絶
対
否
定

　
　
と
し
て
そ
の
根
抵
に
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
行
か
ぬ
こ
と
に
は
地
上
の
イ
エ
ス
を
真
に
神
一
人
と
し
て
僑
証
す
る
こ
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と
は
で
き
な
い
。
内
在
性
の
残
演
を
掃
滅
し
て
、
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
世
界
の
真
直
中
に
活
濃
々
地
に
憂
く
愛
の
主
体
、
透
徹
し
た
歴
史
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的
実
存
者
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
宗
教
的
死
と
は
実
は
非
神
1
非
人
の
絶
塵
無
の
当
体
で
あ
る
。
人
は
信
仰
に
於
い
て
そ
こ
に
開
き
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出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
信
仰
に
よ
っ
て
人
は
神
に
な
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
人
に
止
ま
る
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
非
神
一
非
人
、
何
物
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で
も
な
い
も
の
に
な
る
。
絶
対
無
が
人
の
新
し
き
主
体
、
新
し
き
自
己
で
あ
る
。
そ
こ
で
初
め
て
、
倫
理
に
於
い
て
課
題
で
あ
っ
た
真
な
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（
7
）

る
人
間
、
全
人
、
端
的
に
人
間
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
理
想
に
終
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ
こ
で
初
め
て
、
人
間
の
肉
的
、
感
惟
的

側
面
の
持
つ
悪
魔
性
が
死
に
き
っ
て
超
克
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
性
欲
に
関
し
て
、
「
完
全
な
精
神
と
い
う
も
の
は

性
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
復
活
の
特
質
に
つ
い
て
の
教
会
の
教
説
と
一
致
し
、
天
使
に
つ
い
て
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）

の
教
会
の
観
念
と
も
一
致
し
、
キ
リ
ス
ト
の
人
格
に
関
す
る
教
義
学
的
な
諸
規
定
と
も
一
致
す
る
。
」
と
語
っ
た
と
き
、
そ
う
い
う
人
聞

像
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
不
安
は
こ
の
窮
極
的
人
間
像
の
可
能
性
に
他
な
ら
な
い
。
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キ
リ
ス
ト
教
信
稗
の
窮
極
を
非
神
一
非
人
の
絶
対
無
の
場
に
開
き
毘
さ
れ
る
こ
と
と
考
え
る
と
き
、
我
々
は
信
仰
と
並
ん
で
キ
リ
ス
ト
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教
の
も
た
ら
し
た
あ
と
～
つ
の
果
実
、
申
世
神
秘
主
義
の
山
峰
中
の
臣
峰
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
神
の
砂
漠
と
そ
の
根
抵
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

と
か
、
「
神
の
根
曳
が
私
の
根
抵
で
あ
り
、
私
の
根
祇
は
神
の
根
抵
で
あ
る
。
」
と
か
の
思
想
と
同
じ
地
盤
に
到
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
確

か
に
、
パ
ウ
ロ
的
信
仰
の
も
と
で
刻
苦
す
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
は
そ
こ
ま
で
は
考
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
神
一
人
の
絶
対
逆

理
の
キ
ジ
ス
ト
像
や
同
時
性
の
思
想
を
徹
底
す
る
な
ら
ぽ
、
当
然
そ
こ
ま
で
行
か
ざ
る
を
得
な
い
Q
少
な
く
と
も
彼
が
一
八
五
〇
年
の
手
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記
の
中
で
「
無
か
ら
始
め
る
の
は
体
系
で
あ
る
。
だ
が
、
す
べ
て
の
神
秘
主
義
は
無
に
終
る
。
後
者
は
神
話
な
無
な
の
で
あ
る
。
」
と
書
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い
た
と
き
見
て
い
た
の
は
、
そ
う
い
う
絶
対
無
の
場
で
は
な
か
っ
た
か
G
彼
の
「
権
能
無
し
扁
の
雪
丸
に
は
人
間
の
問
題
の
窮
極
的
落
処
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と
し
て
、
実
存
の
弁
証
法
的
関
係
そ
の
も
の
の
滅
尽
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
そ
う
し
た
宗
教
的
死
が
有
っ
た
と
言
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

か
。　

だ
が
、
我
々
は
道
を
焦
っ
て
は
な
ら
な
い
。
空
虚
な
抽
象
的
な
思
弁
に
奔
ら
ぬ
よ
う
に
、
ま
た
、
実
存
の
諸
段
階
を
ま
る
で
三
段
跳
び

で
も
す
る
よ
う
な
具
合
に
跳
び
越
し
得
る
も
の
の
如
く
錯
覚
す
る
よ
う
な
こ
と
の
無
い
よ
う
に
、
我
々
は
先
ず
「
現
代
に
於
い
て
、
人
は
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一
般
に
多
識
の
た
め
に
、
実
存
す
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
、
内
面
性
と
は
何
を
意
味
す
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
」
と
い
う
彼
の
現
代
に
対
す
る
厳
し
い
断
罪
の
雷
葉
に
想
い
を
潜
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
出
逢
っ
た
者
は
自
ら

の
実
存
、
内
面
性
の
現
実
に
、
そ
の
問
題
に
目
を
開
か
れ
た
者
で
あ
る
。
そ
の
者
は
よ
も
や
彼
の
思
想
の
単
な
る
模
倣
や
追
随
に
終
始
す



る
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
同
時
に
、
彼
の
思
想
を
素
通
り
し
て
簡
単
に
片
づ
け
る
こ
と
も
な
し
得
ぬ
で
あ
ろ
う
Q
そ
の
者

は
、
彼
を
通
し
て
学
ん
だ
霞
ら
の
実
存
の
現
実
を
有
る
が
ま
ま
に
受
け
と
め
、
凝
視
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
が
遂
に
果
し
得
な
か

っ
た
そ
の
問
題
の
窮
極
的
解
決
へ
と
た
ち
向
う
で
あ
ろ
う
。
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実
存
の
誓
学
者
達
は
、
も
は
や
実
存
を
無
隈
性
と
有
限
性
と
の
逆
理
的
綜
合
と
し
て
の
精
神
と
規
定
し
な
い
Q
随
っ
て
彼
等
に
と
っ
て
、
キ
ェ
ル

　
　
ケ
ゴ
…
ル
の
意
味
で
の
倫
理
や
イ
ロ
ニ
…
や
宗
教
は
初
め
か
ら
問
題
で
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど

　
　
ち
ら
が
一
体
現
実
の
深
底
に
正
し
く
向
い
徹
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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Der　religidse　Tod　und　die　Liebe

Durch　Kierkegaard

von　Seishi　lshii

　　Kierkegaard　wurde臓d　wird，　wie　alie　wesentl圭chen　Denker，　aus　ver－

schiedeneR　Gesichtspunkten　betrachtet．　So　wurde　er　in　der　ersten　Halfte

des　2e．　Jahrhunderts，　in　der　Zeit　seiner　schicksalhaften　Renaissance，　einer－

seits　Von　Christen　innerhalb　der　Kirche，　Theologen　der　sog．　dialektischen

Theologie，　anderseits　voR　Philosophen，　denen　der　Exlstenzphilesophie，　er－

6rtert　und　interpretiert．　Sie　waren　alle，　meistens　in　ihren　Anfangen，　von

ihm　sehr　stark　beeinfluBt　und　nahmen，　zwar　nach　ihrer　Weise，　von　ihm

vie！．　So　also　sind　die　dialektische　Theologie　und　die　Existenzphilesophie

als　zwei　groSe　Nachkommen　vom　Gedanken　Kierkegaards　anzusehen，　iR

deren　geistlichem　Bereich　wir　immer　noch　steheR　und　auf　deren　Standpunkt

sich　auch　die　meisten　Kierkegaard－Forschungen　und－lnterpretationen　von

heute　一aufbauen．

　　Aber　man　k6nnte　Kierkegaard　sicher　noch　aus　elnem　aRderen　Gesichts－

punkt　erforsehen．　Bekanntlich　setzte　er　sich　zu　der　Zeit　gaRz　allein　und

entschieden　mit　seiner　zeitgen6ssischen　Gedankenwelt，　namlich　der　be－

steheRden　Ghristenheit　und　der　Philosophie　des　deutschen　ldealismus，　vor

allem　Hegeis，　auseinander．　Diese　Auseinandersetzung　murde，　wle　rnir

scheint，　so　unentwegt　und　so　grttndlich　durchgeftihrt，　dats　sie　auch　fur　die

Theologie　und　die　Fhilosophie　in　unserem　Jaltrhundert　gelteRde　ewlge

Gleichzeitigkeit　erha！ten　k6nnte．

　　In　diesem　Aufsatz　wahlte　ich　darum　beim　Verstehen　und　Auslegen

seines　Gedanken　einen　dritten　Weg．　lch　bestrebte　mich　hier　lediglich，

mich　in　die　Lage　der　Gleichzeitigkeit　mit　ihm　und　seip．er　Aufgabe　zu

versetzen　uRd　versuchte，　das　Phtinomen　“Kierkegaard”　so　vorurteilsfrei

3



wie皿6glich　e圭nzig　voR　seiner　Proble鵬atik　se玉bst　aus　zu　kltiren　und　zu

erortern。

　　Wie　beka瞭Iag　seine　Aufgabe　darin，　Christ　zu　werden．　Aber　Christ

zu　werden　bedeutete　bei　ihm，　der　wahre　Mensch，　der　ganne　Mensch，　der

Mensch　schlechth圭n　zu　werden．　U且d　der　Mensch　ist職ach　ihm　das　Selbst

als　eine　paradoxe　Synthesis　v◎n　Le圭b　und　See｝e，　von　End｝ichkeit　und　Un．

endlichkei七，　von　dem　Zeitliche鍛u簸d　dem　Ewigen，　von　Notwendigke量毛und

Freiheit．　Als　solch　e三n　ungeheures　Paradox　soli　er　sich　selbst三n　concreto

verwirklichen．　Solchermatlen　betrachtet　macht　scho鍛．der　Mensch　selbst

zun護chst　ein　Problem　aus，　das　auf　jeden　Fail　und　um　jeden　Preis　ge16st

werden　solL　Der　Begriff　Ex圭ste脇be圭K：圭erkegaard　ist蕪圭chts　andeτes　a玉s

der　Me．psch，　der　sich　dem　Paradox　des　Selbsts　klar　bewuBt　ist　und　dur。h

　　　　　　ひ

die　Uberw圭ndung　der　Zwe圭sp蚕1tigkeit　das　ganze　Selbst　zu　verwirklichen

als　sei鍛e　wese煎lichste　Aufgabe　st5ndig　auf　s三ch　nimmt．

　　Nuロist　es　aber　bei　ihm　charakteristis：h，　daB　dle　endg麟ige　Aufi6sung

des　Paradoxes　des　Sel’bs’ 狽刀@nur　durch　den　Glaube登，　d．　h．　durch　die　G豆eich．

zeltigkeit　mit　Christo　m691三ch圭st．　In　diese魚sind　Lelb囎d　Seele，　No£。

wendigkeit　u職d　Freiheit．ganz　e圭ns．　Diese　Ei曲eit　kann　s圭ch　jedoch　bei

jedem　Elnzelnen貧ur　durch　dle　abso｝ute　Negation　zwe三er，舶m1三ch　durch　das

absolute　Sterben　des　Selbs亀s　am　Paradox　vollziehen．　Der　Glaube　ist　also

das．Sterben，　das　Absterbens　welches　ich　h圭er　den　religio”sen　Tod　nannte．

　　Und　Christus，　als　der　Grund　f蔭r　den　rel圭gi6sen　T◎d　versta籍de鷺，　kann

kei琵eswegs　lrgendein　Subs宅antielles　seln．　Er　ist　der　Gott＝Mensch，　das

absolute　Paradox．　Aber　der　Gott＝Mensch　bedeutet，　meinem　Verst瓠dnis

nach，　den　Nicht－Me慧schen謙Nicht－Gott．　Christus　ist　also　weder　Go枕noch

Mensch；er　ist蕗mlich　Nichts，　das　absolute　Nichts．∫eder　Einzelne　kann

die　I（蓬ent三ねt　sei籍er　Pers6nl圭chkeit　nur　dann　zustande　bri職gen　u捻d　sein

elgentiiches　Seibst　realisieren，　wenn　er　e隻nma重auf　dem　Ort　des　absoluten

N量chts　abgestorben圭st。

　　Aber　derτeiig呈6se　Tod　ist　nur　eine　Seite　und　zwar　e至ne　簸egative　Seite

des　abss！uten　Nichts．　Dieses　hat　z疑g王e三ch　noch　auch　eine　andere，　pos量t圭ve

4



Seite　：　die　Liebe．　Das　absolute　Nichts　ist　dahe．r　der　Ursprung　der　ganz

freien　Werl〈e　der　Liebe，　deren　Wesen　das　Mitleiden　ist．

　　Der　religio”se　Tod　und　die　Liebe－diese　zwei　Begriffe　machen，　glaube

ich，　beide　zusammen　die　letzte　ratio　essEndi　und　cognoscendi　der　Reiigion

aus，　ohne　dle　wir　heute　die　Religion　als　ein　philosophisches　Thema　grund－

sh’tzlich　ifberhaupt　nicht　mehr　in　Frage　zu　ste！len　brauchen　wtirden．
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