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序
i
倫
理
的
、
宗
教
的
「
認
識
」
の
性
格

　
長
い
闇
、
認
識
論
の
主
要
な
課
題
は
、
人
間
が
正
し
い
認
識
に
至
る
に
は
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に

存
し
て
き
た
。
そ
こ
で
焦
点
を
当
て
ら
れ
る
「
人
間
」
と
は
等
し
く
理
性
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
理
性
を
適
切
に
行
使
し
さ
え
ず
れ
ば
、
正
し

い
認
識
に
至
る
と
発
な
さ
れ
る
人
間
存
在
一
般
（
つ
ま
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
人
で
あ
っ
て
も
よ
い
）
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
の

認
識
の
典
型
的
な
例
は
、
数
学
や
論
理
学
の
定
理
（
二
お
○
増
窪
θ
）
の
認
識
で
あ
ろ
う
。
数
学
や
論
理
学
の
定
理
は
、
正
し
い
手
順
を
踏
め
ば
、

誰
で
も
そ
の
正
し
さ
を
論
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
我
々
が
そ
の
論
証
と
い
う
行
為
を
ど
う
感
じ
よ
う
が
、
一
定
の
手
順
を
踏
む

限
り
、
そ
の
認
識
に
至
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
が
日
常
を
省
み
る
と
き
、
こ
れ
と
は
全
く
異
な
る
性
格
を
も
つ
認

識
の
様
態
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
音
楽
や
美
術
の
鑑
賞
が
そ
う
で
あ
る
。
音
楽
好
き
、
美
術
好
き
の
人
に
と
っ
て
は
、

音
楽
や
絵
画
の
鑑
賞
は
こ
の
う
え
も
な
い
喜
び
で
あ
り
、
そ
の
人
は
そ
の
音
楽
、
そ
の
絵
画
の
す
ぼ
ら
し
さ
を
細
部
に
わ
た
り
語
っ
て
や
ま

な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
う
し
た
芸
術
に
無
関
心
な
入
に
と
っ
て
は
、
い
か
に
言
葉
を
尽
く
し
て
解
説
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
う

し
た
芸
術
作
贔
は
、
単
な
る
「
耳
障
り
」
あ
る
い
は
「
が
ら
く
た
篇
で
し
か
な
い
。
宗
教
的
認
識
や
倫
理
的
認
識
の
在
り
方
は
、
こ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

美
的
感
覚
の
在
り
方
と
柑
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
入
湯
を
越
え
る
存
在
や
高
潔
な
行
為
と
い
っ
た
も
の
は
、
そ
れ
ら
を



理
解
し
、
愛
す
る
人
に
と
っ
て
は
人
生
の
一
大
事
で
あ
り
、
語
る
に
尽
く
せ
な
い
話
題
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
解
さ
な
い
人

に
と
っ
て
は
、
彼
ら
の
話
は
、
単
な
る
空
疎
な
言
葉
の
羅
列
に
す
ぎ
な
い
。
美
的
、
宗
教
的
、
倫
理
的
認
識
は
、
す
ぐ
れ
て
個
別
的
な
在
り

方
を
し
て
い
る
。
各
人
の
育
っ
た
環
境
、
つ
ま
り
文
化
的
背
景
や
教
育
に
よ
っ
て
、
そ
の
認
識
内
容
に
は
顕
著
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
そ

の
個
別
性
か
ら
、
美
的
、
倫
理
的
、
宗
教
的
「
認
識
」
は
厳
密
な
意
味
で
の
「
認
識
」
で
は
な
く
、
主
観
的
な
態
度
や
感
情
の
表
現
で
あ
る

と
す
る
立
場
も
根
強
い
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
メ
タ
倫
理
学
に
お
い
て
「
非
認
知
主
義
（
嵩
○
⇔
I
O
O
ひ
q
昌
二
一
く
一
ω
一
5
）
」
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、

も
し
こ
う
し
た
個
別
的
な
認
識
の
在
り
方
が
、
本
来
の
意
味
で
の
「
認
識
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
な
ら
ぽ
（
つ
ま
り
メ
タ
倫
理
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
お
け
る
「
可
認
知
主
義
（
o
O
α
q
鼠
口
≦
ω
邑
」
の
立
場
を
支
持
す
る
な
ら
）
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
様
態
は
、
我
々
に
と
っ
て
重
大
な
関
心
事

で
あ
る
に
違
い
な
い
。

二
　
「
親
和
性
に
よ
る
認
識
」
と
は
何
か

　
さ
て
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
正
し
い
判
断
に
至
る
の
に
二
つ
の
道
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
一
つ
は
「
理
性
の
完
全
な
使
用
」
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
（
判
断
す
る
）
対
象
と
の
親
和
性
（
8
§
鷺
霞
鋤
一
同
8
ω
）
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ト
マ
ス
が
親
和
性
に

よ
る
認
識
を
「
親
和
性
に
よ
る
」
と
い
う
表
現
で
語
っ
て
い
る
の
は
、
唯
一
『
神
学
大
全
』
第
二
部
の
二
第
四
十
五
問
題
第
二
項
に
お
い
て

で
あ
り
、
そ
れ
が
次
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
以
下
、
本
論
で
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
こ
と
を
「
基
本
テ
ク
ス
ト
」
と
呼
ぶ
。

　
　
知
恵
（
ω
磐
凶
Φ
H
ρ
鉱
巴
は
、
神
の
理
念
に
即
し
た
、
あ
る
種
の
判
断
の
正
し
さ
を
も
た
ら
す
。
と
こ
ろ
で
、
判
断
の
正
し
さ
は
二
通
り
の

　
　
仕
方
で
生
じ
る
。
一
つ
に
は
、
理
性
の
完
全
な
使
胴
に
即
し
て
で
あ
り
、
も
う
一
つ
に
は
、
ま
さ
に
判
断
の
対
象
と
な
る
物
事
へ
の
あ

　
　
る
種
の
親
和
性
（
O
O
コ
コ
9
δ
什
二
「
9
0
＝
け
鋤
ω
）
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
貞
潔
さ
に
関
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
、
も
し
そ
の
人
が
倫
理
学
を
学
ん
だ
こ

　
　
と
が
あ
れ
ぽ
、
理
性
に
よ
る
探
究
を
通
し
て
、
正
し
く
判
断
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
貞
潔
の
習
態
を
も
っ
て
い
れ
ば
、
貞
潔
さ

　
　
に
関
わ
る
事
柄
へ
の
あ
る
種
の
親
和
性
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て
正
し
く
判
断
す
る
。
同
様
に
、
理
性
に
よ
る
探
究
の

徳
と
認
識

五
七
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後
に
、
神
的
な
事
柄
に
つ
い
て
正
し
い
判
断
を
下
す
こ
と
は
、
知
性
的
徳
で
あ
る
知
恵
に
属
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
的
な
事
柄
へ

　
　
の
あ
る
種
の
親
和
性
に
よ
っ
て
正
し
く
覇
断
ず
る
の
は
、
聖
霊
の
賜
物
で
あ
る
限
り
で
の
知
恵
に
属
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
デ
ィ
オ

　
　
ニ
シ
ウ
ス
は
、
『
神
名
払
戴
第
二
章
に
お
い
て
、
「
ヒ
旧
説
テ
ウ
ス
は
神
的
な
事
柄
に
お
い
て
、
学
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、
神
的
な
事
柄
を

　
　
蒙
る
（
8
コ
ω
○
ξ
ヨ
島
ω
O
Φ
諺
ω
①
島
℃
鋤
鉱
①
箒
ω
＆
〈
ぎ
巴
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
共
感

　
　
（
O
O
一
ゴ
O
帥
ω
2
0
）
な
い
し
は
親
和
性
は
、
我
々
を
神
へ
と
結
び
つ
け
る
愛
徳
（
8
鼻
唄
）
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
『
第
一
コ
リ
ン
ト
書
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
第
六
章
に
お
い
て
「
主
と
結
ば
れ
る
者
は
、
・
王
と
一
つ
の
霊
と
な
り
ま
す
」
と
雷
わ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
意
に
即
し
て
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
ト
マ
ス
は
、
後
者
、
つ
ま
り
親
和
性
に
よ
る
認
識
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
劉
の
表
現
「
傾
向
性
に
よ
る
判
断
」
、
「
情
意
的
認
識

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
V

（
8
晦
厳
鉱
。
鋤
ゑ
Φ
o
眠
く
鋤
）
」
、
「
経
験
的
認
識
（
o
o
頃
畝
鉱
。
Φ
×
℃
①
『
貯
ρ
Φ
簿
p
ユ
｝
㎞
ω
と
も
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
基
本
テ
ク
ス
ト
」
に
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
親
和
性
に
よ
る
認
識
の
様
態
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
事
柄
が
そ
の
具
体
例
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
㈲
　
貞
潔
〔
の
徳
と
い
う
〕
習
態
を
も
っ
て
い
れ
ぽ
、
貞
潔
さ
に
関
わ
る
事
柄
へ
の
あ
る
種
の
親
和
性
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
事
柄
を

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
正
し
く
判
断
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
㈲
　
よ
り
大
き
な
愛
徳
（
o
慧
S
ω
）
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
よ
り
大
き
な
欲
望
が
あ
り
、
そ
の
欲
望
は
何
ら
か
の
仕
方
で
欲
望
す
る
考
を

　
　
欲
さ
れ
て
い
る
も
の
を
受
容
す
る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
か
つ
準
備
さ
れ
た
者
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
よ
り
愛
徳
を
も
つ
者
は
、
よ
り
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
＞

　
　
全
な
仕
方
で
神
を
見
、
よ
り
至
揺
な
者
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
㈹
㈲
は
、
認
識
主
体
が
有
す
る
徳
が
、
我
々
の
倫
理
的
、
宗
教
的
認
識
の
獲
得
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
こ
に
見
て
取
ら
れ
る
の
は
、
熱
る
徳
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
徳
が
関
係
す
る
対
象
を
認
識
す
る
た
め
の
適
応
性

を
有
し
、
そ
の
適
応
性
に
よ
っ
て
、
対
象
を
正
し
く
、
な
い
し
は
よ
り
完
全
な
仕
方
で
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
認
識
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
で
あ
る
。

　
親
和
性
に
よ
る
認
識
の
概
念
は
、
欝
頭
に
描
写
し
た
よ
う
な
倫
理
的
、
宗
教
的
認
識
の
個
別
性
や
情
意
性
に
ふ
さ
わ
し
い
説
明
を
与
え
る



よ
う
に
思
わ
れ
る
。
親
和
性
の
有
無
に
よ
っ
て
各
人
の
認
識
の
様
態
は
異
な
る
は
ず
で
あ
り
、
後
に
詳
し
く
説
明
す
る
が
、
ト
マ
ス
に
よ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ば
、
親
和
性
と
は
一
種
の
「
愛
」
で
あ
っ
て
、
「
愛
」
は
愛
す
る
対
象
へ
の
「
欲
望
扁
を
も
た
ら
し
、
そ
の
「
欲
望
」
は
満
た
さ
れ
る
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

に
は
、
「
喜
び
」
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
親
和
性
に
よ
る
判
断
が
「
理
性
の
正
し
い
使
用
」
な
い
し
は
「
理
性
に
よ
る
探
究
」

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
判
断
と
対
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
親
和
性
に
よ
る
認
識
の
非
推
論
的
性
格
が
伺
え
る
。
理
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

推
論
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
我
々
の
認
識
、
と
り
わ
け
倫
理
的
、
宗
教
的
認
識
が
個
別
的
で
あ
る
こ
と
、
情
念
と
強
い
結
び
つ
き
を
有
す
る
こ
と
、
ま
た

非
推
論
的
（
づ
O
⇒
1
一
昌
｛
Φ
H
Φ
類
け
凶
鋤
一
）
で
あ
り
な
が
ら
正
当
化
（
甘
ω
け
一
嘗
）
さ
れ
う
る
こ
と
は
、
現
在
、
米
国
を
中
心
に
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
＞

「
徳
認
識
論
（
〈
葺
器
8
凶
ω
汁
Φ
ヨ
9
0
α
q
鴇
）
」
が
、
人
間
の
知
識
の
諸
性
格
と
し
て
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
諸
点
で
あ
る
。
実
際
、
徳
認
識

論
の
主
要
な
論
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
リ
ン
ダ
・
ザ
グ
ゼ
ブ
ス
キ
は
、
そ
の
主
著
『
心
の
諸
徳
（
～
「
一
「
け
瓢
Φ
ω
　
O
臨
　
け
げ
Φ
　
ζ
一
コ
鳥
）
』
に
お
い
て
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

り
わ
け
「
知
慮
（
℃
ξ
0
8
ω
辺
嶺
a
①
三
同
9
。
）
」
の
徳
の
概
念
に
注
目
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
次
い
で
、
ト
マ
ス
に
頻
繁
に
言
及
し
て
い
る
。

ま
た
、
信
頼
性
主
義
（
目
Φ
｝
一
⇔
σ
一
｝
一
ω
目
P
）
の
洗
練
さ
れ
た
形
と
し
て
、
ザ
グ
ゼ
ブ
ス
キ
と
は
別
の
タ
イ
プ
の
徳
認
識
論
を
提
案
す
る
ジ
ョ
ン
・

グ
レ
コ
は
、
彼
の
支
持
す
る
徳
認
識
論
（
「
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
・
リ
ラ
イ
ア
ビ
リ
ズ
ム
（
餌
ひ
q
Φ
馨
H
①
一
富
σ
籠
ω
ヨ
と
）
の
ル
ー
ツ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

レ
ス
・
ト
マ
ス
的
な
、
知
性
的
諸
能
力
の
座
と
し
て
の
「
人
格
（
O
Φ
誘
O
賢
）
」
の
概
念
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
非
常
に

お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
っ
て
、
徳
認
識
論
者
た
ち
は
、
認
識
者
の
所
有
す
る
諸
徳
が
、
そ
の
認
識
者
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
信
念
の
正
当
化
の
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

拠
に
な
る
と
主
張
す
る
。
彼
ら
は
、
我
々
の
認
識
に
個
人
差
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
認
識
が
、
個
々
人
の
有
す
る
状
態
（
島
呂
。
ω
三
〇
昌
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

依
存
す
る
か
ら
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
彼
ら
は
、
我
々
の
認
識
が
我
々
の
情
念
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
我
々
の
信
念
の
或

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

る
も
の
は
、
推
論
を
経
ず
に
形
成
さ
れ
た
場
合
で
も
、
正
当
化
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
。
彼
ら
は
、
こ
う
し
た
点
は
、
（
現
代
知
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

論
の
分
類
で
言
う
と
こ
ろ
の
）
「
（
単
純
な
）
内
在
主
義
」
や
「
単
純
な
信
頼
性
主
義
（
ω
華
客
Φ
邑
鑓
げ
讐
ω
ヨ
）
」
よ
り
も
「
徳
認
識
論
」
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
2
）

い
て
、
よ
り
成
功
的
に
救
わ
れ
る
と
主
張
す
る
。

徳
と
認
識

五
九
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さ
ら
に
最
も
重
要
な
論
点
と
し
て
、
彼
ら
は
、
「
徳
認
識
論
」
は
「
（
単
純
な
）
内
在
主
義
篇
や
「
単
純
な
信
頼
性
主
義
」
が
、
「
正
当
化

（
甘
ω
薮
圃
＄
ぼ
9
日
ご
を
巡
っ
て
直
面
し
て
き
た
ア
ポ
リ
ア
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。
例
え
ば
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
単
純
な
信
頼
性
主
義
」
は
、
「
認
知
的
責
任
（
8
圃
。
。
琶
三
〇
お
呂
8
ω
間
ぴ
圃
葺
｝
・
）
」
に
関
し
て
問
題
が
あ
る
と
の
批
判
を
受
け
て
き
た
。
こ
れ

は
、
簡
単
に
　
蕎
っ
て
、
次
の
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。
認
識
者
が
知
ら
な
い
問
に
、
精
確
な
温
度
セ
ン
サ
ー
と
そ
れ
を
人
間
の
脳
が
解
読
で
き

る
適
切
な
信
号
に
変
え
る
装
置
が
、
認
識
者
の
脳
に
埋
め
込
ま
れ
た
と
す
る
。
こ
の
装
置
は
、
き
わ
め
て
精
度
の
高
い
、
信
頼
で
き
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
認
識
者
は
、
本
人
は
な
ぜ
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
常
に
、
温
度
に
関
す
る
正
し
い
信
念
を
抱
く
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
場
合
、
彼
が
、
例
え
ば
「
現
在
、
摂
氏
十
三
度
で
あ
る
」
こ
と
を
、
本
当
に
「
知
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
良
い
の
か
。
「
単
純
な
信
頼

性
主
義
」
に
従
え
ば
、
「
知
っ
て
い
る
」
こ
と
に
な
る
は
ず
な
の
だ
が
、
我
々
は
薩
感
的
に
、
こ
の
場
合
に
は
、
彼
の
温
度
に
関
す
る
信
念

は
、
埋
め
込
ま
れ
た
機
械
に
よ
っ
て
完
全
に
管
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
温
度
を
「
知
っ
て
い
な
い
」
と
理
解
す
る
。
徳
認
識

論
者
た
ち
は
、
正
当
化
の
根
拠
と
な
る
「
徳
」
は
、
た
ま
た
ま
認
識
者
に
挿
入
さ
れ
う
る
よ
う
な
、
正
し
い
信
念
を
生
み
出
す
「
装
置
」
で

は
な
く
、
そ
の
大
部
分
が
認
識
者
自
身
の
努
力
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
、
「
安
定
性
の
あ
る
（
斡
鋤
三
Φ
こ
「
状
態
（
島
呂
○
ω
三
§
こ
で
あ
る

と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
感
に
反
す
る
と
い
う
三
顧
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ト
マ
ス
の
「
親
和
性
に
よ
る
認
識
」
の
概
念
は
、
哲
学
的
に
興
味
深
い
諸
点
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鶉
）

念
に
関
し
て
、
今
ま
で
十
分
な
考
察
が
行
わ
れ
て
ぎ
た
と
は
　
蕪
い
難
い
。
十
七
世
紀
に
活
躍
し
ト
マ
ス
の
『
神
学
大
全
聴
の
注
釈
家
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
饗
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

名
高
い
サ
ン
ト
マ
の
ヨ
ハ
ネ
ス
、
二
十
世
紀
に
非
常
な
影
響
力
を
も
っ
た
ト
ミ
ス
ト
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
リ
タ
ソ
ら
が
、
こ
の
概
念
に
注
目
し
、

何
ら
か
の
コ
メ
ン
ト
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
、
ト
マ
ス
の
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
ト
マ
ス
自
身

が
、
親
和
性
に
よ
る
認
識
に
つ
い
て
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
ど
こ
に
も
、
体
系
的
な
説
明
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
ト
マ
ス
藤
身
が
こ
の
認
識
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
役
割
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
知
る
に
は
、
親
和
性
に
よ
る
認
識
に
ま

つ
わ
る
様
々
な
テ
ク
ス
ト
を
あ
た
る
他
な
い
。



三
　
「
親
和
性
」
と
は
何
か

　
そ
こ
で
、
ま
ず
、
ト
マ
ス
が
雷
う
「
親
和
性
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。
ト
マ
ス
は
、

い
く
つ
か
の
テ
ク
ス
ト
で
、
「
親
和
性
」
が
欲
求
に
関
わ
る
概
念
で
あ
り
、
一
種
の
「
愛
」
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
次
の
テ
ク
ス
ト
ω
を

見
る
限
り
、
「
親
和
性
」
は
「
傾
向
性
（
貯
。
一
ぎ
讐
。
）
」
や
「
適
合
性
（
巷
葺
＆
o
）
」
と
置
換
可
能
な
タ
ー
ム
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
ω
　
さ
て
、
欲
求
的
な
部
分
の
諸
々
の
動
ぎ
に
あ
っ
て
、
善
は
、
言
う
な
ら
ぽ
引
き
つ
け
る
ち
か
ら
を
も
っ
て
お
り
、
悪
は
、
こ
れ
に
反

　
　
し
て
、
退
け
る
ち
か
ら
を
も
つ
。
だ
か
ら
、
ま
ず
第
一
に
、
善
は
欲
求
的
な
能
力
の
内
に
、
善
へ
の
何
ら
か
の
傾
向
性
な
い
し
は
適
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
性
、
な
い
し
は
親
和
性
を
引
き
お
こ
す
。
こ
れ
は
、
愛
の
情
念
に
属
す
る
事
態
で
あ
る
。

　
欲
求
は
、
そ
の
も
の
が
存
在
す
る
限
り
で
保
有
す
る
「
自
然
的
傾
向
性
」
、
感
覚
に
よ
る
把
握
に
従
う
「
感
覚
的
欲
求
能
力
」
、
知
性
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

る
把
握
、
判
断
に
従
う
「
知
性
的
欲
求
能
力
」
す
な
わ
ち
意
志
の
三
つ
に
区
分
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
欲
求
の
区
分
に
対
応
し
て
、
「
自
然

的
な
愛
」
、
「
感
覚
的
な
愛
」
、
「
知
性
的
な
愛
」
の
三
種
の
愛
な
い
し
は
親
和
性
が
存
在
す
る
。

　
㈹
　
こ
れ
ら
の
三
つ
の
欲
求
の
各
々
に
お
い
て
、
愛
は
愛
さ
れ
る
目
的
を
目
指
す
動
き
の
始
源
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
自
然
的
な
欲
求
に

　
　
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
動
き
の
始
源
は
、
欲
求
す
る
も
の
と
そ
れ
が
向
か
う
も
の
と
の
親
和
性
で
あ
り
、
こ
れ
が
自
然
的
な
愛
で
あ

　
　
る
と
言
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
重
い
物
体
が
中
心
の
場
所
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
親
和
性
は
、
重
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
親
和

　
　
性
が
自
然
的
な
愛
と
言
わ
れ
る
。
同
様
に
、
感
覚
的
欲
求
な
い
し
は
意
志
が
或
る
善
に
対
し
て
も
つ
親
応
性
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
の
善

　
　
に
対
す
る
和
合
そ
れ
自
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
感
覚
的
な
愛
と
か
、
知
性
的
な
い
し
は
理
性
的
な
愛
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

　
　
ち
ょ
う
ど
知
性
的
愛
が
知
性
的
欲
求
の
内
に
あ
る
よ
う
に
、
感
覚
的
愛
は
感
覚
的
欲
求
の
内
に
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
欲
情
の
能
力

　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
に
属
し
て
い
る
。

　
こ
の
テ
ク
ス
ト
㈲
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ト
マ
ス
は
、
三
種
の
愛
な
い
し
親
和
性
、
傾
向
性
の
う
ち
、
そ
の
事
物
が
存
在
す
る
限
り

徳
と
認
識

山
会
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（
2
9
）

保
有
す
る
自
然
的
傾
向
性
に
つ
い
て
、
「
親
和
性
」
、
「
親
和
的
な
（
o
o
導
自
。
叶
管
理
Φ
ご
と
の
表
現
を
用
い
て
い
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
場

爾
に
お
い
て
も
、
そ
の
も
の
が
有
す
る
自
然
的
傾
向
性
が
「
親
和
的
な
㎏
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
㈱
　
現
世
の
状
態
に
お
け
る
我
々
の
知
性
に
は
、
質
料
的
事
物
や
冷
感
的
事
物
の
本
質
に
関
わ
る
こ
と
が
親
和
的
（
。
9
罠
簿
舞
巴
一
ω
）
で

　
　
（
3
0
）

　
　
あ
る
。

　
ト
マ
ス
が
、
「
親
和
性
に
よ
る
認
識
㎏
と
い
う
言
葉
で
、
こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
㈹
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
人
間
知
性
や
感
覚
の
自
然

的
傾
向
性
に
伴
う
、
通
常
の
認
識
の
様
態
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
自
然
的
傾
向
性
と
い
う
意
味
で
は
、
親
和
性

に
よ
る
認
識
と
対
置
さ
れ
て
い
る
「
完
全
な
理
性
の
使
用
」
に
よ
る
認
識
も
、
理
性
を
正
し
く
働
か
せ
る
こ
と
が
人
間
知
性
に
と
っ
て
「
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

和
的
扁
な
こ
と
で
あ
る
限
り
、
「
親
和
性
に
よ
る
認
識
」
と
雷
っ
て
差
し
支
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
少
し
注
意
深
く
「
基
本
テ
ク
ス
ト
」
を
読
む
と
、
ト
マ
ス
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
認
識
の
様
態
に
つ
い
て
「
あ
る
種
（
馨
豊
野
ヨ
）
の

親
和
性
に
よ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
テ
ク
ス
ト
㈲
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
感
覚
的
欲
求
能
力
お
よ
び
意
志
の
内
に
生
じ
る
親
和
性

に
つ
い
て
は
、
「
親
和
性
」
と
い
う
表
現
は
用
い
ず
、
も
つ
ぼ
ら
「
野
鼠
性
（
O
O
効
℃
け
鋤
鉱
O
）
」
と
か
「
和
合
（
8
臼
℃
冨
8
一
二
）
」
と
い
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

表
現
を
と
っ
て
い
る
。
ト
マ
ス
の
全
著
作
に
お
け
る
用
語
法
を
収
集
し
た
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
・
ト
ミ
ス
テ
イ
タ
ス
に
よ
る
と
、
「
親
和
性
」
、

門
親
和
的
な
」
と
い
う
ス
ト
レ
ー
ト
な
表
現
は
、
多
く
の
場
合
、
事
物
の
自
然
的
傾
向
性
そ
の
も
の
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が

「
親
和
性
」
の
本
来
の
用
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
と
な
る
認
識
の
様
態
に
関
与
す
る
「
親
和
性
篇
は
、
事
物
の
自

然
的
傾
向
性
が
も
た
ら
す
生
得
的
な
適
応
性
で
は
な
く
、
魂
の
欲
求
能
力
に
関
わ
る
「
親
和
性
」
、
す
な
わ
ち
感
覚
的
な
い
し
は
知
性
的
欲

求
能
力
の
内
に
形
成
さ
れ
る
適
応
性
に
限
ら
れ
た
派
生
的
な
用
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
入
間
が
生
得
的
に
有
す
る
「
第
一
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

本
性
（
旨
ω
9
唖
聾
Φ
）
」
に
関
わ
る
適
応
性
で
は
な
く
、
出
生
後
に
形
成
さ
れ
る
「
第
二
の
本
性
（
ω
Φ
。
9
ρ
野
麺
9
邑
」
に
関
わ
る
適
応
性
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
胴
）

こ
の
様
態
の
認
識
で
は
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。



四
　
「
親
和
性
に
よ
る
認
識
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
意
味
で
の
「
親
和
性
」
は
ど
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
「
親
和
性
に
よ
る
」
と
い
う
仕
方
で
、
判
断
に
影
響

を
及
ぼ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
節
で
の
分
析
に
従
え
ば
、
問
題
と
な
る
「
親
和
性
」
と
は
、
感
覚
的
、
知
性
的
欲
求
能
力
の
内
に
生
じ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

「
愛
」
で
あ
る
。
『
神
学
大
全
』
第
二
部
の
一
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
は
、
愛
に
つ
い
て
の
、
興
味
深
い
考
察
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
考
察
の

一
つ
に
よ
る
と
、
愛
は
愛
す
る
者
と
愛
さ
れ
る
も
の
と
の
間
に
「
相
互
固
着
（
諺
9
轟
一
季
器
ω
圃
。
）
」
つ
ま
り
「
愛
す
る
者
は
愛
さ
れ
る
も

の
の
内
に
あ
り
、
愛
さ
れ
る
も
の
は
愛
す
る
者
の
内
に
あ
る
」
と
い
う
状
態
を
生
じ
せ
し
め
る
。
そ
の
「
相
互
固
着
」
の
「
把
握
能
力
（
＜
凶
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

磐
只
Φ
げ
磐
臨
く
鋤
）
」
つ
ま
り
認
識
能
力
面
で
の
あ
ら
わ
れ
は
次
の
よ
う
な
現
象
で
あ
る
。
愛
す
る
者
は
、
自
ら
が
愛
す
る
対
象
の
表
面
的
な

理
解
を
も
っ
て
は
満
足
せ
ず
、
対
象
に
属
す
る
個
々
の
事
柄
を
、
そ
の
対
象
の
内
側
か
ら
探
究
し
よ
う
と
つ
と
め
、
こ
う
し
て
対
象
の
内
奥

に
入
り
込
む
。
こ
の
よ
う
な
現
象
を
も
っ
て
「
愛
す
る
者
は
愛
さ
れ
る
も
の
の
内
に
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。
同
じ
現
象
は
、
愛
さ
れ
る
も
の

が
愛
す
る
者
の
認
識
活
動
に
深
く
交
わ
る
と
い
う
側
面
か
ら
捉
え
れ
ば
、
逆
に
、
「
愛
さ
れ
る
も
の
は
愛
す
る
者
の
内
に
あ
る
」
と
言
わ
れ

る
。
我
々
の
経
験
を
省
み
て
も
、
特
定
の
対
象
に
対
す
る
愛
は
、
確
か
に
、
そ
の
対
象
を
よ
り
ょ
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
動
き
を
も
た
ら
す
。

音
楽
好
き
は
、
微
妙
な
旋
律
の
動
き
、
音
の
艶
を
聞
き
と
ろ
う
と
音
に
集
中
し
、
演
奏
者
あ
る
い
は
指
揮
者
に
よ
る
微
妙
な
違
い
を
言
い
当

て
る
。
文
学
好
き
は
、
細
か
い
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
こ
だ
わ
り
、
文
脈
に
よ
る
雷
七
つ
か
い
の
不
適
切
さ
を
指
摘
す
る
。
我
々
は
、
認
識

し
よ
う
と
欲
し
な
け
れ
ば
、
何
も
の
も
認
識
す
る
こ
と
は
な
い
。
愛
す
る
者
は
、
愛
す
れ
ば
愛
す
る
ほ
ど
、
愛
す
る
対
象
に
自
身
の
注
意
を

集
中
し
、
そ
の
対
象
を
よ
り
鋭
く
見
抜
く
こ
と
が
で
き
る
。
ト
マ
ス
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
理
性
を
見
分
け
る
こ
と
（
匹
一
ω
O
Φ
山
口
Φ
同
①
）
へ
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

か
す
限
り
に
お
い
て
、
愛
は
見
分
け
る
と
言
わ
れ
る
」
。

　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
こ
の
よ
う
な
理
解
に
即
す
る
と
、
親
和
性
は
、
精
度
を
高
め
る
と
い
う
仕
方
で
、
認
識
の
質
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
貢
献
す
る
も
の
の
、

認
識
の
内
容
そ
れ
自
体
を
根
本
的
に
変
化
せ
し
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
親
和
性
の
役
割
は
、
認
識
者
を
認
識
活
動
へ
と
発
動
さ

徳
と
認
識

六
三
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六
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（
3
9
）

せ
る
と
い
う
「
始
動
因
（
∩
鋤
駕
ω
餌
　
鋤
m
①
羅
ω
）
」
で
あ
り
、
認
識
活
動
に
と
っ
て
「
外
部
的
な
も
の
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
親
和
性
の
役
割
は
「
理
性
の
完
全
な
使
用
偏
に
よ
る
認
識
に
お
い
て
も
冤
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
と
さ
ら
に
「
親
和
性
に
よ
る

（
障
○
讐
興
＼
ω
①
。
§
乙
§
く
℃
興
）
」
と
需
わ
れ
る
認
識
の
様
態
は
、
親
和
性
に
よ
っ
て
生
じ
る
認
識
の
精
度
の
差
以
上
の
も
の
を
指
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
に
詳
し
く
検
討
す
る
が
、
親
和
性
に
よ
る
認
識
の
各
場
面
に
お
い
て
、
親
和
性
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
決
し
て
見

え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
他
の
人
に
は
全
く
見
え
な
い
よ
う
な
物
事
が
、
見
え
る
よ
う
に
な
る
と
の
内
容
を
ト
マ
ス
は
述
べ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
親
和
性
は
、
親
和
性
に
よ
る
認
識
に
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ト
マ
ス
は
、
先
に
紹
介
し

た
「
愛
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
相
互
固
着
」
の
分
析
の
続
き
で
、
そ
の
「
欲
求
能
力
（
く
一
ω
　
餌
℃
℃
⑦
什
凶
訟
く
簿
）
側
面
で
の
あ
ら
わ
れ
に
つ
い
て
も

　
　
　
（
卿
）

語
っ
て
い
る
。
愛
さ
れ
る
も
の
が
、
そ
れ
を
愛
す
る
者
に
現
前
す
る
場
合
に
は
、
愛
す
る
者
は
、
そ
の
対
象
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
対

象
の
有
す
る
善
を
悦
ぶ
。
そ
の
も
の
が
愛
す
る
者
に
現
前
し
な
い
場
合
に
は
、
愛
す
る
者
は
、
ひ
た
す
ら
そ
の
対
象
を
求
め
る
。
愛
さ
れ
る

も
の
に
対
し
て
愛
す
る
者
が
抱
く
こ
の
よ
う
な
志
向
性
が
、
愛
す
る
者
と
愛
さ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
（
例
え
ば
、
愛
さ
れ
る
も
の
が
も
た

ら
す
金
銭
的
な
い
し
は
対
外
的
な
樹
齢
）
を
原
因
と
し
て
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
愛
さ
れ
る
も
の
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
、
し
か
も
愛
す
る
者

の
内
部
で
生
じ
る
限
り
に
お
い
て
、
「
愛
さ
れ
る
も
の
は
愛
す
る
者
の
内
に
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
、
愛
す
る
者
は
、
自
ら
の
愛
す
る

対
象
を
外
的
に
な
い
し
は
表
面
的
に
獲
得
、
享
受
す
る
こ
と
に
飽
き
足
ら
ず
、
そ
の
内
奥
へ
と
入
り
込
む
よ
う
な
仕
方
で
、
そ
の
も
の
を
完

全
に
所
有
す
る
こ
と
を
求
め
る
限
り
に
お
い
て
、
「
愛
す
る
者
は
愛
さ
れ
る
も
の
の
内
に
あ
る
」
と
書
わ
れ
る
。
欲
求
能
力
は
、
対
象
に
よ

っ
て
欲
求
を
か
き
立
て
ら
れ
（
「
親
和
性
」
の
形
成
）
、
そ
の
対
象
へ
と
引
き
つ
け
ら
れ
（
「
欲
望
」
の
発
生
）
、
最
終
的
に
は
そ
の
対
象
と
の

　
　
　
　
　
（
｝
4
）

合
一
を
志
向
す
る
。
こ
う
し
た
欲
求
能
力
の
強
い
志
向
性
の
影
響
下
で
、
そ
の
人
の
知
性
は
他
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
欲
求
能
力
を
引

き
つ
け
る
対
象
へ
と
赴
か
し
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
そ
れ
が
「
親
和
牲
に
よ
る
」
と
雷
わ
れ
る
認
識
は
、
サ
ソ
ト
マ
の
ヨ
ハ
ネ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鋸
）

ス
が
示
唆
す
る
ご
と
く
、
「
情
愛
が
対
象
の
条
件
へ
と
転
化
す
る
（
無
h
Φ
o
讐
ω
賃
鋤
諺
搾
ご
ρ
。
o
鼠
三
§
①
ヨ
。
σ
器
。
ε
」
と
い
う
認
識
論
的
構
造



を
有
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
未
だ
、
親
和
性
に
よ
る
認
識
と
そ
れ
以
外
の
認
識
に
お
け
る
「
愛
」
な
い
し
は
「
親
和

性
」
の
働
き
方
の
違
い
を
、
十
分
に
説
明
し
て
い
る
と
は
雷
い
難
い
。

　
ト
マ
ス
は
、
し
ぼ
し
ぼ
、
「
受
け
取
ら
れ
る
も
の
は
受
け
取
る
も
の
の
在
り
方
に
従
っ
て
、
受
け
取
ら
れ
る
（
器
。
Φ
旧
居
諺
Φ
ω
け
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
＞

お
。
圃
覧
窪
8
℃
興
ヨ
。
費
ヨ
脱
⑦
o
圃
旨
Φ
蛇
毒
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
で
も
っ
て
、
認
識
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
す
る
。
通
常
の
、
思
弁
的
な
認
識
の
場

面
で
は
「
受
け
取
ら
れ
る
も
の
」
つ
ま
り
認
識
対
象
が
、
そ
の
在
り
方
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
識
が
成
立
す
る
。
つ
ま
り
、
人
間
知

性
に
と
っ
て
固
有
の
対
象
で
あ
る
質
料
的
事
物
は
、
「
可
知
的
形
象
（
呂
①
9
Φ
ω
葺
Φ
＝
喧
三
一
Φ
ω
）
㎏
と
い
う
事
物
に
「
類
似
し
た
も
の

（
ω
冒
同
素
門
益
。
）
」
と
い
う
形
で
な
け
れ
ば
、
非
質
料
的
な
人
間
知
性
に
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
論
理
学
、
数
学
、
形
而
上
学
の
諸
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嘱
V

象
の
認
識
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
成
立
す
る
、
質
料
的
な
事
物
に
関
す
る
認
識
か
ら
の
抽
象
作
用
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
親

和
性
に
よ
る
認
識
の
場
合
に
は
、
「
受
け
取
ら
れ
る
も
の
」
つ
ま
り
認
識
対
象
は
（
関
係
す
る
諸
テ
ク
ス
ト
を
読
む
限
り
）
倫
理
的
、
宗
教
的

事
実
と
い
う
非
質
料
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
在
り
方
を
変
え
る
こ
と
は
な
い
。
ト
マ
ス
は
、
倫
理
的
な
価
値
の
不
可
変
の
実
在
を
疑
わ

な
い
「
道
徳
的
実
在
論
者
（
目
。
錘
＝
Φ
巴
毎
ご
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
え
っ
て
「
受
け
取
る
も
の
」
つ
ま
り
認
識
主
体
が
自
身
の
在

り
方
を
或
る
意
味
で
変
え
る
、
つ
ま
り
自
ら
の
内
に
特
定
の
対
象
に
「
類
似
し
た
も
の
（
ω
ご
誤
2
山
。
）
」
を
形
成
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

そ
の
対
象
へ
の
親
和
性
を
獲
得
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
そ
の
対
象
を
受
け
取
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
類
似
し
た
も

の
」
が
「
徳
」
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
事
態
は
、
ト
マ
ス
の
認
識
論
の
別
の
テ
ー
ゼ
を
用
い
る
と
、
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。
ト
マ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

　
　
　
　
（
4
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

『
デ
・
ア
ニ
こ
で
の
記
述
に
従
っ
て
、
正
し
い
認
識
の
成
立
の
場
面
に
お
い
て
は
「
認
識
者
は
認
識
対
象
と
同
一
に
な
る
」
と
主
張
す
る
。

通
常
の
認
識
の
場
合
は
、
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
認
識
者
は
「
外
か
ら
事
物
の
形
相
を
受
け
取
っ
て
そ
の
も
の
に
な
る
」
こ
と
で
正
し
い
認
識
が

成
立
す
る
と
理
解
さ
れ
る
の
に
対
し
、
親
和
性
に
よ
る
認
識
の
場
合
は
、
認
識
者
自
身
が
「
内
側
か
ら
そ
の
も
の
に
な
る
」
こ
と
で
正
し
い

認
識
が
成
立
す
る
と
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
様
態
の
認
識
に
お
い
て
は
、
音
楽
好
き
は
自
ら
音
楽
的
に
な
る
こ
と
で
、
高
潔
な
行
為

徳
と
認
識

六
五
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を
愛
す
る
も
の
は
、
自
ら
高
潔
に
な
る
こ
と
で
、
関
係
す
る
諸
対
象
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。

五
　
親
和
性
に
よ
る
倫
理
的
認
識

　
続
い
て
、
ト
マ
ス
が
具
体
的
に
親
和
性
に
よ
る
認
識
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
各
場
面
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
親
和
性
に
よ
る
認
識
の
特
徴

と
そ
の
重
要
性
を
、
よ
り
明
確
に
し
て
み
た
い
。

　
「
基
本
テ
ク
ス
ト
」
に
お
い
て
は
、
ト
マ
ス
は
、
ま
ず
、
親
和
性
に
よ
っ
て
倫
理
的
に
正
し
い
判
断
が
可
能
に
な
る
と
・
王
証
し
て
い
た
。

そ
こ
で
は
、
ト
マ
ス
は
貞
潔
の
徳
を
例
に
出
し
て
説
明
し
て
い
る
が
、
一
般
的
な
形
に
す
る
と
、
「
有
徳
な
人
は
、
そ
の
徳
と
い
う
習
態
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
畦
）

よ
っ
て
、
（
そ
の
徳
に
関
わ
る
親
和
性
を
有
し
）
そ
の
徳
に
か
な
う
事
柄
に
つ
い
て
の
正
し
い
判
断
を
も
つ
㎏
。
こ
の
よ
う
な
親
和
性
に
よ
る

倫
理
的
認
識
を
論
じ
る
際
に
、
ト
マ
ス
が
依
拠
す
る
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
お
け
る
、
次
の
よ
う
な
「
優

れ
た
人
」
、
「
善
き
人
」
の
認
識
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。

　
㈲
　
実
際
、
優
れ
た
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
物
事
を
正
し
く
判
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
い
て
彼
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
真
実
が
姿
を
現

　
　
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
習
態
に
は
、
そ
れ
ら
に
応
じ
た
固
有
の
美
し
さ
や
快
さ
が
あ
る
が
、
優
れ
た
入
と
い
う
の
は
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
真
実
を
見
て
と
る
こ
と
に
か
け
て
、
お
そ
ら
く
最
も
卓
越
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
人
は
、
善
き
も
の
や
快
い
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　
　
の
の
、
い
わ
ば
規
準
で
あ
り
尺
度
で
あ
る
、
と
言
っ
て
良
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

　
㈲
　
鼠
的
も
ま
た
各
人
に
は
、
各
人
の
そ
の
と
き
の
在
り
方
に
対
応
し
た
性
質
の
も
の
に
見
え
る
の
だ
。

　
ω
　
こ
れ
ら
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、
優
れ
た
人
に
現
れ
て
い
る
も
の
が
、
実
際
に
も
そ
の
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
そ
こ
で
、
も
し
こ
の
立
言
が
正
し
け
れ
ば
…
正
し
い
と
思
わ
れ
る
が
i
、
そ
し
て
も
し
徳
お
よ
び
、
善
き
人
で
あ
る
限
り
の
善
き

　
　
人
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
柄
の
尺
度
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
、
善
き
人
に
現
れ
て
い
る
快
楽
が
、
実
際
に
も
快
楽
な
の
で
あ
り
、

　
　
善
き
人
が
悦
び
を
覚
え
る
物
事
こ
そ
、
実
際
に
快
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
他
方
、
善
き
入
に
と
っ
て
不
快
な



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
　
も
の
が
、
誰
か
に
快
い
も
の
に
映
る
と
し
て
も
、
何
ら
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
。

　
な
か
で
も
、
「
目
的
も
ま
た
各
人
に
は
、
各
人
の
そ
の
と
き
の
在
り
方
に
対
応
し
た
性
質
の
も
の
に
見
え
る
の
だ
（
ρ
爵
一
一
ω
量
器
ρ
蝕
ω
ρ
器

Φ
ω
r
け
黛
。
房
四
脚
臣
ω
＜
鼠
Φ
窪
H
Φ
一
）
」
（
テ
ク
ス
ト
b
）
の
言
葉
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
察
の
内
容
を
端
的
に
示
す
も
の
と
し
て
、
『
神
学
大
全
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

の
倫
理
学
編
（
第
二
部
）
で
た
び
た
び
引
用
さ
れ
る
。

　
ト
マ
ス
は
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
注
解
』
で
、
右
に
引
用
し
た
よ
う
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
白
鷹
を
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。
或

る
習
態
（
を
も
つ
人
）
に
は
、
そ
の
痴
態
に
即
し
た
事
柄
が
善
き
も
の
、
悦
ば
し
い
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
或
る
事
態
は
、
正

し
い
理
性
に
か
な
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
倫
理
徳
と
し
て
定
義
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
徳
に
即
し
た
こ
と
は
、
常
に
真
に
正
し
い
こ
と
で

あ
る
。
こ
う
し
た
理
由
で
、
有
徳
な
入
に
は
、
理
性
に
か
な
っ
た
、
端
的
な
善
が
現
れ
る
。
つ
ま
り
、
ま
る
で
す
べ
て
の
行
為
に
つ
い
て
の

規
準
で
あ
り
、
尺
度
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
有
徳
な
人
は
、
個
々
の
為
さ
れ
る
べ
き
行
為
に
お
い
て
、
真
に
聖
な
る
こ
と
を
見
て
と
る
。
有

徳
な
人
は
、
他
の
人
々
と
異
な
り
、
自
分
に
そ
う
見
え
る
こ
と
に
即
し
て
、
物
事
の
真
の
善
悪
を
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

そ
う
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
或
る
習
態
（
を
も
つ
人
）
に
は
、
そ
の
習
態
に
即
し
た
事
柄
が
善
き
も
の
、
悦
ば
し
い
も
の
と
し
て
現
れ
る

の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
ト
マ
ス
の
考
え
に
即
し
て
、
事
物
や
動
物
の
動
き
と
の
類
推
を
用
い
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
分
析
を
提
示
す

　
　
　
　
　
（
5
4
）

る
こ
と
が
で
き
る
。
一
般
的
に
、
も
の
は
、
そ
の
も
の
に
固
有
の
形
相
に
即
し
た
動
き
、
働
き
を
も
つ
。
生
命
を
も
た
な
い
物
体
の
場
合
、

例
え
ば
、
火
は
火
に
と
っ
て
固
有
な
形
相
、
ト
マ
ス
の
体
系
の
中
で
よ
り
精
確
に
言
う
と
、
火
に
固
有
な
付
帯
形
相
で
あ
る
「
軽
さ
」
に
即

　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
V

し
て
上
へ
移
動
す
る
し
、
同
様
の
理
由
で
、
土
は
真
ん
中
へ
と
移
動
す
る
。
動
物
の
場
合
は
、
各
自
の
本
性
の
状
態
（
鼠
呂
。
ω
陣
賦
。
）
に
従

っ
て
、
或
る
も
の
を
善
、
つ
ま
り
目
的
と
し
て
欲
求
す
る
。
同
一
の
種
に
属
す
る
動
物
は
、
そ
の
実
体
形
相
が
同
一
で
あ
る
か
ら
、
似
た
よ

う
な
動
き
や
働
き
を
有
す
る
け
れ
ど
も
、
各
個
体
は
、
個
体
ご
と
に
異
な
る
状
態
1
こ
れ
は
ト
マ
ス
の
体
系
で
は
付
帯
形
相
と
見
な
さ
れ

る
一
に
即
し
て
、
劉
様
の
働
き
を
も
つ
。
同
様
に
、
個
々
の
人
聞
も
自
身
の
も
つ
状
態
に
即
し
た
動
き
や
働
き
を
も
つ
の
で
あ
り
、
各
自

徳
と
認
識

六
七
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六
八

の
状
態
に
応
じ
て
、
あ
る
人
に
は
こ
の
も
の
が
、
鋼
の
人
に
は
あ
の
も
の
が
善
と
し
て
現
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
身
体
の
状
態
が
健
康
な
人
は
食

物
の
味
を
正
し
く
把
握
す
る
が
、
特
定
の
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
人
は
そ
う
で
き
な
い
よ
う
に
、
精
神
の
状
態
が
よ
い
状
態
に
あ
る
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
V

つ
ま
り
有
徳
な
人
は
物
事
を
正
し
く
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
う
で
は
な
い
人
は
錯
綜
し
た
形
で
冤
る
。
そ
の
結
果
、
有
徳
な
入
は
正
し
き
を

悦
び
、
悪
し
き
を
憎
む
が
、
悪
し
き
人
は
正
し
き
を
憎
み
、
悪
し
き
を
悦
ぶ
と
い
う
現
象
が
お
こ
る
。
ト
マ
ス
の
見
解
と
し
て
こ
の
類
推

　
　
　
　
　
　
（
訂
）

を
理
解
す
る
上
で
肝
心
な
の
は
、
人
間
の
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
に
異
な
る
「
見
え
」
を
決
定
す
る
状
態
（
匹
圃
ω
唱
O
ω
圃
櫛
凶
○
）
つ
ま
り
習
態

　
　
　
（
5
8
）

（
ぎ
σ
貯
色
は
、
「
第
一
の
本
性
」
に
基
づ
く
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
完
全
に
「
自
然
的
な
（
墨
ε
惹
一
圃
ω
）
」
も
の
で
は
な
く
、
後
天
的

な
要
素
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
こ
と
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
、
以
下
の
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
、
徳
が
「
第
一
の
本
性
」
に
基
づ
く
と
い
う

意
昧
に
お
い
て
、
人
間
に
と
っ
て
自
然
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
～
つ
に
は
、
諸
徳
の
萌
芽
と
も
雷
う
べ
き
も
の
が
、
す
べ
て
の
人
問
の

内
に
内
在
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
も
う
～
つ
に
は
、
個
々
の
人
間
は
、
生
得
的
な
身
体
的
条
件
か
ら
、
何
ら
か
の
徳
に
対
し
て
、

よ
り
適
当
、
あ
る
い
は
不
適
当
な
状
態
に
あ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
徳
は
、
そ
の
発
端
に
関
し
て
は
、
「
第
　
の
本
性
」
に

基
づ
く
と
い
う
意
味
で
自
然
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
徳
の
完
成
、
つ
ま
り
「
第
二
の
本
性
」
の
形
成
は
、
様
々
な
場
面
で
、
状
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

に
即
し
た
適
切
な
行
為
を
と
る
と
い
う
後
天
的
な
習
慣
化
に
依
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
、
自
ら
の
所
有
す
る
習
態
、
そ
の
動
態
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

即
し
た
「
見
え
」
、
さ
ら
に
そ
の
「
見
え
」
に
基
づ
い
て
選
択
す
る
行
為
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
親
和
性
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
倫
理
的
認
識
は
、
次
の
よ
う
な
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
完
全
な
理
性
の
使
用
に
よ

っ
て
獲
得
さ
れ
る
倫
理
的
認
識
は
「
な
ぜ
こ
の
行
為
が
正
し
い
の
か
」
と
い
う
行
為
の
正
し
さ
の
理
由
の
理
解
を
伴
う
。
実
践
知
の
場
面
で

の
「
完
全
な
理
性
の
使
用
」
と
は
、
実
践
的
推
論
を
通
し
て
、
為
さ
れ
る
べ
き
行
為
が
自
然
法
に
基
づ
く
諸
原
則
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
と

の
理
解
を
伴
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
親
和
性
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
倫
理
的
認
識
は
、
単
に
「
こ
の
行
為
は
善
い
」
「
こ
の
行
為

を
為
す
べ
し
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
知
が
獲
得
さ
れ
る
瞬
間
に
は
、
そ
れ
以
外
の
事
柄
の
理
解
を
伴
わ
な
い
。
た
だ
、
そ
の
知
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

自
然
法
と
無
関
係
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
然
法
を
具
体
化
し
て
お
り
、
そ
の
知
の
内
容
を
後
で
反
省
的
に
振
り
返
る
こ
と
で
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

な
ぜ
そ
の
行
為
が
正
し
い
の
か
を
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
形
態
の
倫
理
的
認
識
は
、
我
々
の
倫
理
的
生
活
に
お

い
て
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
態
の
認
識
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
我
々
は
、
倫
理
的
に
正
し
い
行
動
を
、
迷
わ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

迅
速
か
つ
確
実
に
、
し
か
も
悦
び
を
も
っ
て
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
お
ぼ
れ
か
け
て
い
る
子
供
を
目
に
し
て
、
川
に
飛
び
込

ん
で
助
け
よ
う
と
す
る
行
為
な
ど
は
、
も
し
そ
の
子
供
の
命
の
大
切
さ
、
状
況
の
緊
急
性
、
自
分
の
泳
力
や
救
出
に
伴
う
危
険
な
ど
に
思
い

を
巡
ら
し
た
上
で
決
断
を
下
し
て
い
た
ら
、
状
況
に
よ
っ
て
は
す
で
に
「
手
遅
れ
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
と
っ
さ
に
」
あ
る
い
は
「
思
わ

ず
」
そ
の
行
為
を
と
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
行
為
が
適
切
で
有
効
な
も
の
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
「
完
全
な
理
性
の
使
用
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ

る
認
識
が
、
必
ず
し
も
「
為
す
べ
き
」
と
判
断
さ
れ
た
行
為
の
遂
行
を
保
証
し
な
い
の
に
対
し
、
親
和
性
に
よ
る
認
識
は
、
必
ず
当
該
の
行

為
の
遂
行
を
伴
う
。
な
ぜ
な
ら
、
前
節
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
親
和
性
に
よ
る
認
識
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
、
「
そ
の

よ
う
な
（
行
為
を
と
れ
る
）
人
で
あ
り
た
い
」
と
い
う
欲
求
能
力
の
働
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

六
　
親
和
性
に
よ
る
宗
教
的
認
識

　
「
基
本
テ
ク
ス
ト
」
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
は
、
倫
理
的
認
識
に
続
い
て
、
宗
教
的
な
神
認
識
を
親
和
性
に
よ
る
認
識
の
例
と
し
て
あ
げ
て

い
る
。
そ
こ
で
は
、
愛
徳
（
O
鋤
ユ
9
ω
）
が
、
神
的
な
事
柄
を
理
解
す
る
た
め
の
親
和
性
を
も
た
ら
し
、
そ
の
親
和
性
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、

神
認
識
に
到
達
す
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
ト
マ
ス
が
依
拠
す
る
の
は
、
六
世
紀
の
シ
リ
ア
の
教
父
と
推
定
さ
れ
る
偽
デ
ィ
オ

ニ
シ
ウ
ス
の
『
神
名
論
』
の
次
の
よ
う
な
｝
節
で
あ
る
。

　
　
彼
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
、
聖
な
る
神
学
者
た
ち
か
ら
受
け
取
っ
た
か
、
あ
る
い
は
多
く
の
鍛
錬
と
努
力
の
末
に
、
語
ら
れ
て
い
る
事
柄

　
　
の
知
的
探
究
に
よ
っ
て
洞
察
を
得
た
か
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
、
あ
る
種
の
よ
り
神
的
な
霊
感
（
一
昌
ω
℃
円
堰
口
。
）
に
よ
っ
て
、
神
的
な
事

　
　
柄
を
単
に
学
ぶ
だ
け
で
な
く
蒙
る
（
δ
昌
ω
o
ξ
ヨ
臼
ω
8
器
ω
①
α
簿
℃
9
。
肯
δ
話
白
く
汐
餌
V
こ
と
で
、
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

　
　
（
も
し
こ
の
よ
う
に
言
う
べ
き
で
あ
る
な
ら
）
、
彼
は
神
的
な
事
柄
へ
の
共
感
（
8
ヨ
℃
9
。
ω
。
・
同
。
）
に
よ
っ
て
、
教
え
学
ぶ
こ
と
の
で
き

徳
と
認
識

六
九
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七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

　
　
な
い
神
秘
的
な
合
一
と
信
仰
へ
と
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

　
ト
マ
ス
は
、
『
神
名
論
注
解
』
に
お
い
て
、
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
は
、
こ
こ
で
、
神
的
な
事
柄
に
関
す
る
三
通
り
の
仕
方
の
認
識
の
様
態

を
語
っ
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
簡
単
に
言
っ
て
、
第
　
の
仕
方
で
は
、
「
神
学
者
た
ち
」
つ
ま
り
福
音
者
た
ち
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
第
二
の
仕
方
で
は
、
下
書
の
言
葉
を
、
議
論
や
注
解
を
通
し
て
、
自
ら
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
的
な
事
柄
を
認
識

す
る
。
こ
の
二
つ
の
認
識
の
様
態
は
、
ト
マ
ス
の
雷
葉
で
言
う
「
完
全
な
理
性
の
使
用
に
よ
る
認
識
秘
に
分
類
さ
れ
る
。
第
三
の
仕
方
が
、

「
よ
り
神
的
な
霊
感
に
よ
っ
て
」
「
（
神
的
な
事
柄
を
）
蒙
る
こ
と
で
」
「
神
秘
的
な
合
一
へ
と
完
成
さ
れ
る
」
と
い
う
認
識
の
様
態
で
あ
り
、

こ
れ
が
、
ト
マ
ス
の
門
葉
で
言
う
「
親
和
性
に
よ
る
認
識
」
に
あ
た
る
。
普
通
の
表
現
を
す
る
な
ら
ぽ
、
こ
れ
は
、
神
に
つ
い
て
の
「
神
秘

的
な
認
識
」
な
い
し
は
「
神
秘
的
体
験
」
と
言
え
る
。

　
同
注
解
書
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
は
、
右
に
引
用
し
た
　
節
の
中
の
「
神
的
な
事
柄
を
単
に
学
ぶ
だ
け
で
は
な
く
蒙
る
」
と
い
う
言
葉
に
つ

い
て
、
神
的
な
事
柄
に
関
す
る
知
を
、
知
性
に
お
い
て
受
け
取
る
だ
け
で
は
な
く
、
神
的
な
事
柄
を
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
情
愛
（
多
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

富
。
窪
ω
）
に
よ
っ
て
神
的
な
事
柄
と
合
一
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
説
し
て
い
る
。
ト
マ
ス
は
『
真
理
論
』
で
も
『
神
名
論
』
の
こ
の
雷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

葉
に
つ
い
て
曼
衛
及
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
こ
の
「
蒙
る
こ
と
（
℃
器
ω
凶
。
）
」
と
は
、
「
神
的
な
事
柄
へ
の
情
愛
（
9
。
断
｛
①
。
骨
δ
）
に
他
な
ら
な

　
　
　
（
6
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
V

い
篇
と
述
べ
、
こ
の
種
の
宗
教
的
な
認
識
の
場
面
で
の
、
親
和
性
の
よ
る
認
識
と
情
念
の
強
い
結
び
つ
き
を
示
唆
し
て
い
る
。
通
常
の
認
識

の
場
合
に
は
、
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
対
象
に
対
す
る
欲
求
、
愛
が
生
じ
る
。
例
え
ば
、
美
し
い
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
を
見
て
、
そ
の
グ

ラ
ス
が
欲
し
く
な
る
の
で
あ
っ
て
、
美
し
い
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
が
欲
し
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
美
し
い
グ
ラ
ス
が
冤
え
て
く
る
わ
け

で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
親
和
性
に
よ
る
宗
教
的
認
識
の
場
合
に
は
、
「
神
的
な
事
柄
へ
の
情
愛
（
勲
瞭
Φ
o
獣
。
）
か
ら
、
神
的
な
事
柄
の
顕
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

（
ヨ
鋤
三
口
の
3
臨
。
）
が
生
じ
る
」
、
つ
ま
り
神
を
愛
す
る
か
ら
こ
そ
（
む
ろ
ん
神
を
愛
す
る
に
先
立
っ
て
、
よ
り
原
始
的
な
仕
方
で
、
神
を
す
で

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

に
認
識
し
て
い
る
の
だ
が
）
、
神
な
い
し
は
神
的
な
事
柄
が
見
え
て
く
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



七
　
結

　
以
上
の
よ
う
に
、
本
論
で
は
ト
マ
ス
の
「
親
和
性
に
よ
る
認
識
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
哲
学
的
意
義
の
解
明
を
試
み
た
が
、
最
後
に
論

じ
残
し
た
諸
点
を
指
摘
し
、
ト
マ
ス
の
体
系
全
体
に
お
け
る
そ
の
位
置
づ
け
と
そ
の
意
義
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
本
論
で
は
、
「
親
和
性
に
よ
る
認
識
」
の
概
念
の
哲
学
史
的
重
要
性
に
触
れ
る
余
裕
は
な
か
っ
た
が
、
「
基
本
的
テ
ク
ス
ト
」
を
一
瞥

す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ト
マ
ス
は
、
「
親
和
性
に
よ
る
認
識
」
の
概
念
の
形
成
に
あ
た
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
伝
統
、
偽
デ
ィ
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

ニ
シ
オ
ス
に
つ
な
が
る
新
プ
ラ
ト
ン
・
王
義
的
伝
統
、
聖
書
的
伝
統
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
伝
統
か
ら
も
、
そ
の
源
泉
を

汲
み
上
げ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
ま
た
、
説
明
を
簡
潔
に
す
る
た
め
に
、
倫
理
的
認
識
と
宗
教
的
認
識
を
別
個
の
問
題
と
し
て
扱
っ
た
が
、
ト
マ
ス
が
、
こ
の
二
つ
の
認
識

の
間
に
、
あ
る
種
の
連
続
性
と
断
絶
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ト
マ
ス
は
、
聖
書
注
解
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

「
霊
的
な
人
」
は
、
「
救
い
に
関
す
る
個
々
の
事
柄
」
に
関
し
て
、
常
に
正
し
い
判
断
を
下
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

ト
マ
ス
は
、
人
間
の
究
極
的
な
完
成
に
は
「
神
の
本
質
を
見
る
」
と
い
う
宗
教
的
認
識
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
倫
理

的
認
識
は
、
そ
の
究
極
の
完
成
態
に
お
い
て
、
あ
る
種
の
宗
教
的
認
識
を
要
求
す
る
と
言
え
る
。

　
本
論
の
結
論
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
般
的
に
、
ト
マ
ス
の
体
系
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
実

践
的
推
論
や
、
推
論
に
よ
る
神
の
存
在
や
属
性
の
証
明
と
い
っ
た
完
全
な
理
性
の
使
用
に
よ
る
認
識
の
側
面
で
あ
る
。
「
完
全
な
理
性
の
使

閑
」
は
、
ト
マ
ス
の
教
説
を
文
化
や
教
育
を
異
に
す
る
異
教
徒
に
も
理
解
可
能
と
す
る
、
普
遍
的
説
得
力
を
与
え
る
も
の
で
、
そ
の
重
要
性

は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
し
か
し
、
倫
理
的
、
宗
教
的
認
識
の
場
面
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
認
識
者
に
特
定
の
状
態
、
つ
ま
り
（
倫
理
、
対
神
）

徳
を
要
求
す
る
「
親
和
性
に
よ
る
認
識
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
「
親
和
性
に
よ
る
認
識
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

概
念
は
、
生
み
出
さ
れ
た
「
信
念
」
と
同
様
な
い
し
は
そ
れ
以
上
に
、
そ
の
信
念
を
生
み
出
す
認
識
者
の
「
在
り
方
」
に
目
を
向
け
る
こ
と

徳
と
認
識

七
一



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
七
号

七
二

で
、
人
間
の
知
識
の
「
個
別
性
㎏
、
門
情
意
性
」
、
「
非
推
論
的
性
格
」
を
救
お
う
と
す
る
、
現
代
の
「
徳
認
識
論
砿
の
諸
論
点
と
重
な
っ
て

（
7
6
）

い
る
。
ト
マ
ス
は
、
こ
の
二
つ
の
異
な
る
認
識
の
様
態
が
、
相
互
に
補
完
し
あ
う
仕
方
で
、
人
間
の
知
識
の
獲
得
と
発
展
に
欠
か
せ
な
い
こ

と
に
気
づ
い
て
い
た
と
雷
え
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
の
「
親
和
性
に
よ
る
認
識
」
の
概
念
は
、
現
代
の
我
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

が
人
間
の
知
識
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
法
を
再
考
す
る
た
め
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
と
雪
い
う
る
の
で
あ
る
。

　
注

（
1
）
　
本
論
で
展
開
さ
れ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
ト
マ
ス
的
な
撹
界
観
に
従
え
ば
、
美
的
認
識
と
倫
理
的
認
識
の
問
題
は
密
接
な
関
連
性
を
も
つ
。
ト
マ
ス

　
（
い
曜
9
「
．
同
…
一
儲
Q
．
悼
圃
▼
騨
．
縛
讐
餌
（
尉
ω
）
に
従
、
兄
ぽ
、
「
美
（
℃
三
〇
ξ
門
§
）
」
と
「
善
（
ぴ
9
ρ
§
ρ
と
は
存
在
論
的
に
は
周
一
で
あ
っ
て
、
「
美
偏
が
「
善
」
と
概

念
的
に
異
な
る
の
は
、
「
善
」
と
は
「
欲
求
を
安
ら
わ
せ
る
」
の
に
対
し
、
「
美
」
に
は
「
そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
欲
求
を
安
ら
わ
せ
る
」
と

　
い
う
側
面
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
世
界
観
を
支
持
す
る
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
（
竃
6
0
0
萎
①
認
＄
。
。
。
。
）
は
、
美
的
な
価
値
の
客
観

性
の
問
題
と
倫
理
的
な
価
値
の
そ
れ
と
の
リ
ン
ク
を
示
唆
す
る
。

（
2
）
　
現
代
メ
タ
倫
理
学
に
お
け
る
様
々
な
立
場
に
関
し
て
の
見
逓
し
と
、
ト
マ
ス
が
属
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
「
可
認
知
主
義
㎏
の
擁
護
に
関
し
て

　
は
、
竃
霧
Z
震
ひ
q
耳
§
ち
。
。
G
。
．

（
3
）
〔
ω
］
9
。
覧
。
コ
碁
ヨ
岩
）
2
，
套
£
§
舞
翁
島
。
侍
ぎ
魯
μ
§
冥
農
圃
ω
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§
昏
§
更
け
剛
8
㊦
ω
島
剛
≦
6
。
。
．
寄
9
ぎ
鳥
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。
葺
①
ヨ
ご
書
置
。
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窮
8
9
申
§
・

かq
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嵩
含
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）
期
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騨
2
，
滝
口
嵩
。
諺
＆
P
ω
0
9
§
O
毎
ご
℃
2
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♂
o
ε
ヨ
泰
§
ρ
｝
、
国
議
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】
諺
瓠
一
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〇
ヨ
。
魁
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0
9
慧
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ヨ
勉
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（
庭
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ヨ
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二
祭
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．
G
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二
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δ
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擬
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一
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葺
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圃
目
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三
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象
6
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Φ
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ω
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∋
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9
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窮
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囲
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＝
ω
α
そ
ぎ
曽
凸
踏
a
泰
ヨ
。
α
認
三
露
一
ゴ
8
∋
℃
霧
。
。
剛
。
ω
刷
く
①
o
o
言
鴛
四
二
量
一
一
景
ω
勲
α
捲
ω
鳥
圃
く
ぎ
霧
碧
℃
2
6
鴛
騨
簿
①
ヨ
噛
〔
三
器
訟
三
9
ヨ
門
一
三
コ
さ
。
。

O
o
o
ω
o
∩
」
腎
己
H
舞
気
G
ミ
・
⑦
管
¶
］
“
O
鼠
餌
＆
麺
①
『
簿
O
①
〇
二
＝
門
あ
薯
三
8
二
ω
霧
雲
¢
↓
．
H
固
山
却
孕
A
9
鐸
卜
。
噌
P
『
神
学
大
全
㎞
か
ら
の
引
用
は
羅
m
嗣
鼠
簿
岱



版
に
従
う
。

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

ψ
↓
．
押
ρ
．
ド
鉾
9
田
匹
ω
幽

9
↓
．
押
ρ
．
①
野
p
押
∩
∴
鉛
↓
．
一
H
山
押
ρ
．
㊤
メ
聾
．
熱
◎
讐
鋤
篇
N
∴
動
↓
．
凝
山
押
ρ
．
一
①
ト
の
曽
餌
「
○
○
”
鋤
α
一
．

9
S
■
H
7
同
押
タ
㊤
メ
p
卜
⊃
Ψ
9
0
馳
b
∂
．

貞
潔
は
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
、
倫
理
徳
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
節
制
の
徳
の
部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
り
↓
．
肖
山
押
ρ
．
瞑
ω
．

9
↓
．
囲
H
高
拶
亭
蒔
9
鉾
ρ
ρ

愛
徳
は
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
、
対
神
徳
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
堕
↓
」
∴
押
ρ
．
①
b
。
響
P
ω
－
o
．

［
ρ
］
三
明
二
げ
凶
㊦
ω
酔
ヨ
臥
。
桟
。
霞
目
p
⊃
ω
」
ぴ
剛
①
ω
け
虫
食
。
貯
ω
伍
①
ω
箆
Φ
「
一
瓢
ヨ
…
象
α
㊦
ω
こ
Φ
四
二
B
ρ
¢
o
α
鋤
月
白
。
α
o
｛
9
。
o
謬
鉱
㊦
ω
こ
Φ
錘
葺
Φ
ヨ
p
。
営
①
ヨ
①
け

　
℃
餌
尻
9
0
け
β
三
国
匹
ω
¢
ω
O
Φ
℃
鉱
9
回
目
野
山
①
ω
箆
9
．
簿
凶
．
C
コ
創
Φ
〇
三
唱
ξ
ω
ロ
簿
ぴ
①
σ
圃
什
島
①
o
皇
。
吋
搾
鉾
ρ
℃
Φ
ほ
①
9
ご
ω
∪
①
¢
ヨ
く
こ
㊦
げ
間
け
闇
簿
げ
㊦
ゆ
ぼ
。
「
Φ
ユ
け
．
9
S
．
押
ρ
．

　
H
い
σ
”
P
ρ
ρ

（
！
1
）
　
9
目
］
∴
押
ρ
■
b
っ
ω
咽
卑
《
P
Φ
け
P

（
1
2
）
　
9
S
」
－
H
押
孕
ト
っ
9
2
。
．
卜
。
“
ρ

（
1
3
）
　
動
S
」
冒
ρ
．
刈
P
P
Q
。
導
ρ

（
1
4
）
徳
認
識
論
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
〉
＝
×
酔
Φ
嵩
お
Φ
ご
N
9
け
q
N
①
げ
ω
置
目
㊤
O
。
。
　
〉
償
象
亀
｝
O
㊤
ご
○
話
o
o
卜
。
O
O
卜
。
幽
個
々
の
議
論
に
関
し
て
は
、
論
文
集

》
×
け
Φ
＝
Φ
9
b
。
O
O
O
る
p
。
マ
ぞ
Φ
舞
7
2
俸
N
餌
α
q
N
①
σ
の
ζ
①
島
ω
』
O
O
一
が
参
照
さ
れ
う
る
。

（
1
5
）
　
知
慮
は
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
、
知
性
的
徳
の
｝
つ
に
数
え
ら
れ
、
入
間
の
行
為
の
目
的
に
関
し
て
、
正
し
い
探
究
、
判
別
、
命
令
を
可
能
に
す
る
と

　
さ
れ
る
。
⇔
↓
．
目
山
押
ρ
．
癖
メ
m
．
G
Q
．

（
1
6
）
　
ザ
グ
ゼ
ブ
ス
キ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
す
る
肯
定
的
考
察
と
し
て
、
頃
3
σ
ω
N
O
O
目
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

（
1
7
）
　
○
冨
o
o
い
っ
O
O
ρ
P
嵩
ρ

（
1
8
V
　
N
餌
ひ
q
N
①
σ
ω
鉱
一
8
①
も
」
。
。
　
○
話
o
o
b
。
8
0
に
個
別
性
の
強
調
と
擁
護
が
見
ら
れ
る
。

（
1
9
）
　
N
餌
α
q
N
①
σ
ω
鉱
一
8
9
℃
㍗
銀
l
o
。
’

（
2
0
）
　
○
冨
o
o
い
。
8
ρ
℃
．
一
雪
の
ρ
ρ
∴
O
F
㊤
．

（
2
1
）
　
「
単
純
な
信
頼
性
主
義
（
ω
圃
ヨ
豆
①
お
一
す
げ
豊
ω
づ
四
）
」
と
い
う
表
現
を
○
話
o
o
い
。
O
O
ρ
P
H
①
㎝
に
負
う
。

徳
と
認
識

七
三
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（
2
2
）
　
こ
こ
で
「
（
単
純
な
）
内
在
主
義
」
と
い
う
の
は
、
信
念
は
、
認
識
者
が
容
易
に
気
づ
く
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
と
主
張
す

　
る
立
場
を
指
し
、
「
単
純
な
信
頼
性
主
義
」
と
い
う
の
は
、
信
念
は
、
信
頼
に
足
り
る
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
正
当
化
さ

　
れ
る
と
主
張
す
る
立
場
を
指
す
。

（
2
3
）
　
参
考
に
な
る
文
献
と
し
て
、
稲
垣
お
刈
9
9
置
Φ
話
お
。
。
O
が
あ
り
、
本
論
も
彼
ら
の
テ
ク
ス
ト
の
紹
介
や
分
析
に
負
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
お

　
い
て
も
、
親
和
性
に
よ
る
認
識
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。

（
2
4
V
　
Q
箋
ミ
偽
、
、
ミ
ミ
薦
貯
隠
蟹
謡
ミ
坤
発
§
野
b
Q
§
ミ
的
9
篤
鳩
慨
ミ
G
・
紹
℃
ミ
斜
○
お
融
俸
ζ
鋤
δ
三
二
a
。
。
．
も
℃
幽
翫
？
零
．

（
2
5
）
　
同
≦
餌
『
圃
3
ぎ
一
〇
㎝
邸
噛

（
2
6
）
　
⇔
↓
」
∴
押
ρ
』
ω
「
斜
査
○

（
2
7
）
　
堕
S
．
押
（
隔
噂
。
。
ρ
墨
．
一
山
．
ρ
　
動
↓
．
同
山
H
お
』
9
鋤
」
ら
・

（
2
8
）
　
り
↓
」
山
押
ρ
』
ρ
讐
押
ρ

（
2
9
）
　
の
S
7
H
押
ρ
．
b
。
ρ
自
。
■
N
ρ

（
3
0
）
　
匂
↓
■
押
（
憎
。
。
8
P
押
○

（
3
1
）
　
実
際
次
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
が
あ
る
。
卑
こ
①
o
鎧
二
〇
〇
一
㌶
甑
9
δ
①
汁
島
ω
o
護
ω
瓢
①
段
0
9
三
餌
口
振
惹
一
①
霧
圃
ヨ
p
・
ぴ
二
ω
σ
O
p
8
吋
葺
戸
コ
。
コ
動
二
8
ヨ
窪
α
q
①
一
す

　
¢
S
．
凝
押
ρ
．
到
卑
ρ
聾
α
ω
．

（
3
2
）
　
こ
毒
蕊
凶
一
り
㊤
①
を
利
用
し
た
。

（
3
3
）
　
現
代
で
は
、
例
え
ば
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
が
こ
の
概
念
の
復
権
を
訴
え
て
い
る
。
O
h
ζ
o
O
o
ぞ
。
一
口
㊤
り
㎝
晶
第
二
の
本
性
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
を
、

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
テ
ク
ス
ト
に
は
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
第
「
の
本
性
」
と
「
第
こ
の
本
性
k
の
区
別
は
、
讐
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
臨
に
お

　
け
る
「
状
態
（
血
蜂
7
豊
。
・
）
」
と
「
習
態
（
9
×
剛
ω
）
」
の
区
別
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ト
マ
ス
は
、
「
第
二
の
本
性
（
惹
9
量
　
ω
①
2
降
・

　
色
勢
）
」
と
い
う
欝
葉
を
用
い
て
お
り
（
例
え
ば
9
S
．
緊
罫
ρ
。
。
。
“
。
糟
9
δ
．
ド
ρ
）
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
箇
所
で
そ
の
典
拠
を
キ
ケ
ロ
に
求
め
て
い
る
（
り

　
S
噛
7
H
押
ρ
．
刈
卜
○
昏
鉾
い
。
讐
9
。
血
ご
動
↓
’
〒
算
ρ
α
G
。
”
p
3
』
押
。
σ
●
む
。
）
が
、
該
当
の
キ
ケ
ロ
の
テ
ク
ス
ト
（
竃
巴
①
a
版
に
よ
れ
ば
b
こ
ミ
§
．
ミ
§
匙
覇
ω
）

　
に
は
、
こ
の
言
葉
そ
の
も
の
は
見
あ
た
ら
な
い
。

（
3
4
）
　
し
か
し
、
後
に
倫
理
徳
の
形
成
の
場
面
に
即
し
て
説
明
す
る
よ
う
に
、
「
第
二
の
本
挫
」
は
、
「
第
一
の
本
性
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
「
第
一
の

　
本
性
」
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
注
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。



（
3
5
）
　
の
．
↓
■
H
∴
押
ρ
O
’
b
o
①
1
0
Q
．

（
6
3
）
　
の
■
↓
’
図
－
同
押
ρ
．
b
っ
Q
Q
曽
P
N
ρ

（
7
3
）
　
U
剛
O
謬
自
『
四
二
酔
Φ
ヨ
p
凸
ヨ
O
「
臼
の
O
Φ
吋
箒
Φ
吋
ρ
貯
ρ
⊆
9
D
這
け
¢
ヨ
ヨ
O
〈
Φ
け
門
皇
◎
自
9
δ
ヨ
鋤
α
臼
ω
O
Φ
憎
一
δ
コ
島
爆
讐
■
動
萄
●
目
山
H
、
ρ
．
心
メ
9
D
■
押
脚
山
一
．

（
3
8
）
　
「
親
和
性
に
よ
る
認
識
」
に
関
す
る
初
期
の
研
究
で
あ
る
Z
o
σ
一
①
回
り
同
ω
は
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
と
っ
て
い
る
。

（
3
9
）
　
稲
垣
H
り
刈
ρ
℃
■
一
b
。
り
の
表
現
に
よ
る
。

（
4
0
）
　
い
．
吟
．
同
H
山
押
ρ
．
ト
の
Q
Q
”
9
0
曜
N
ρ

（
4
1
）
　
り
↓
’
〒
圃
押
ρ
●
じ
⊇
◎
P
b
⊃
層
ρ

（
4
2
）
　
Ω
毒
蕊
ミ
鳴
ミ
轟
§
“
い
ミ
ミ
ご
や
§
鳴
、
b
鴨
§
ミ
の
9
ミ
ミ
の
寒
ミ
ミ
”
0
9
。
α
q
轡
み
即
ζ
簿
窪
Φ
g
Φ
α
9
P
H
①
①
。
「
親
和
性
に
よ
る
認
識
」
を
論
じ
る

上
で
、
こ
の
サ
ン
ト
マ
の
ヨ
ハ
ネ
ス
の
言
葉
を
引
用
す
る
論
者
は
多
い
。

（
4
3
）
　
例
え
ば
、
り
↓
●
押
ρ
■
。
。
♪
卑
押
ρ

（
4
4
）
　
き
切
O
鴨
導
職
b
Q
㌧
註
§
帖
ミ
鷺
，
ρ
■
伊
餌
騨
ω
1
心
．

（
4
5
）
　
ト
マ
ス
は
、
「
愛
」
1
1
親
和
性
は
、
「
類
似
し
た
も
の
（
ω
一
調
一
等
＆
◎
）
」
を
原
因
と
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
9
S
一
－
鍔
ρ
』
メ
餌
■
ρ
ρ

（
4
6
）
　
b
Q
ミ
篭
ミ
鼻
昌
押
0
ず
．
b
Q
讐
蒔
b
っ
㎝
び
b
っ
①
1
圃
…
一
囲
押
0
『
禽
幽
O
Q
O
鋤
郵

（
4
7
）
　
ω
凶
O
¢
叶
Φ
日
日
ω
Φ
コ
ω
＝
ω
ヨ
鋤
9
＝
①
ω
け
ω
Φ
＝
ω
圃
⊆
一
ρ
℃
同
O
℃
8
巴
ω
剛
田
圃
＝
け
9
島
二
①
B
ω
Φ
昌
ω
8
障
圃
ρ
O
＝
鋤
①
①
ω
け
h
O
円
三
口
ω
①
＝
ω
二
ω
ぎ
鋤
9
二
二
什
9
◎
貯
8
需
Φ
9
⊆
ω
ヨ

　
餌
9
億
Φ
ω
什
一
一
冨
①
＝
①
臼
ニ
ヨ
凶
昌
国
9
F
O
『
9
）
8
『
q
o
凶
ヨ
凹
一
同
営
門
島
田
Φ
ヨ
『
Φ
圃
営
け
Φ
＝
Φ
9
鋤
ρ
ρ
＝
p
ゆ
Φ
Φ
ω
け
h
O
『
ヨ
9
⊃
ぎ
け
①
＝
①
9
螺
ω
ぎ
餌
9
鍔
の
■
↓
・
押
ρ
．
O
Q
メ
鉾
一
》
鋤
馳
Q
Q
．

（
4
8
）
　
［
国
］
O
ヨ
O
〈
圃
三
二
〇
ω
¢
ω
O
①
『
7
m
ぴ
圏
ニ
ヨ
≦
『
け
⊆
鉱
ω
7
m
σ
Φ
け
弓
Φ
9
円
田
ご
島
O
ぼ
ヨ
匹
Φ
三
ω
ρ
環
国
Φ
O
O
旨
く
Φ
三
塁
詳
く
圃
詳
繋
累
陣
＝
圃
’
的
．
↓
．
H
山
州
ρ
．
N
費
Q
Q
w

巴
b
。
「
似
た
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
箇
所
と
し
て
、
堕
↓
．
H
山
押
ρ
．
㎝
。
。
b
．
9
0
∴
⑦
●
↓
．
漏
山
押
ρ
．
押
P
野
巴
ω
。

A　　　A　　　A　　　A　　　A　　　A

54　53　52　51　50　49
v　　　w　　　v　　　v　　　v　　　v

壁
H
鍔
○
げ
．
野
H
目
ω
巴
Φ
－
鋤
ω
ω
．
引
用
の
和
訳
は
、
ト
マ
ス
が
使
用
し
た
と
推
測
さ
れ
る
ラ
テ
ン
訳
（
轡
Φ
o
巳
重
版
に
所
収
）

麹
く
H
H
押
O
げ
．
㎝
”
一
一
蒔
同
餌
Q
ゆ
ト
o
I
回
同
一
膳
げ
同
・

甦
く
×
、
○
げ
■
α
讐
目
一
刈
①
餌
一
㎝
1
い
Q
O
．

如
↓
．
H
山
押
孕
P
鋤
．
b
っ
讐
O
∴
り
↓
．
一
山
押
タ
α
O
o
》
鉾
㎝
皆
ρ

ミ
窪
畷
H
」
①
9
．
一
ρ
F
刈
①
l
O
H
（
詳
．
お
鳥
）
’

さ
噛
睾
畷
押
δ
9
．
掃
ω
L
轡
一
α
1
ω
A
（
P
㎝
H
①
）
噸

　
¢
↓
．
目
－
同
旨
O
N
《
餌
．
H
一
》
ρ

に
準
ず
る
。

徳
と
認
識

七
五
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鉛
↓
．
碧
ρ
■
9
p
ρ
ρ

㌧
謡
睾
目
囲
L
8
登
ε
」
ド
㎝
㊤
1
課
目
p
お
ω
）
∴
㌧
嵩
霧
×
」
①
9
．
○
。
」
門
δ
O
I
綬
（
ヨ
ピ
N
O
①
b
。
1
ω
）
曜

ト
マ
ス
自
身
は
、
『
注
解
㎞
に
お
い
て
、
類
推
を
密
ら
が
反
駁
す
る
見
解
の
説
明
の
中
で
用
い
て
い
る
が
、

七
六

こ
の
よ
う
な
類
推
自
体
は
基
本
的
に
受

け
入
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
よ
い
と
思
う
。

（
5
8
）
　
「
状
態
（
α
童
）
o
。
。
三
〇
）
」
と
「
習
態
（
げ
自
。
σ
津
二
ω
）
」
は
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
、
厳
密
に
雷
え
ば
、
区
別
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
紹
介
し
て

　
い
る
槻
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
注
解
㎞
の
箇
所
の
よ
う
に
、
同
意
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
O
h
さ
～
ミ
ミ
．
＜
L
①
ρ
卜
。
ρ
P
｝
O
勲
．

（
5
9
）
　
¢
↓
’
H
∴
押
ρ
．
O
ρ
餌
．
押
P

（
6
0
）
　
さ
N
甦
く
ほ
押
δ
o
巨
一
ω
”
＝
．
鱒
ω
歯
（
鐸
㎝
N
O
）
■

（
6
1
）
　
こ
の
点
、
パ
ス
ナ
ウ
の
発
表
．
甫
剛
さ
刃
○
δ
〇
ニ
ハ
き
盆
。
色
ひ
q
2
轟
》
曾
ぎ
霧
．
ω
重
げ
凹
。
ω
■
，
、
（
ミ
旨
い
。
＼
b
。
0
8
於
セ
ン
ト
ル
イ
ス
大
学
）
に
学
ん
だ
。
パ
ス

　
ナ
ウ
の
示
唆
に
従
え
ば
、
「
傾
向
性
に
よ
る
判
断
」
つ
ま
り
「
親
和
性
に
よ
る
認
識
婦
は
、
ト
マ
ス
の
倫
理
学
が
「
徳
倫
理
学
」
で
あ
り
か
つ
「
自
然
法

論
」
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
重
要
な
鍵
と
な
っ
て
い
る
。

（
6
2
）
　
》
～
髪
押
δ
o
∵
r
＝
．
誤
O
l
G
。
（
μ
ピ
黛
）
●

（
6
3
）
　
b
Q
驚
ミ
ミ
ミ
塁
ミ
S
、
ミ
ミ
ミ
斜
2
。
e
♂
ρ

（
6
4
）
　
b
Q
ミ
～
、
～
ミ
¢
ミ
ミ
尋
～
腎
、
、
鉾
Ω
ピ
鯨
。
蔭
①
ρ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　Virtue　and　Cognition

Cognition　through　Connaturality　according　to　Thomas　Aquinas

　　　　　　　　　　砂

　　　　　Taki　SuTo

　　　　Ph．　D　candidate

Department　of　Philosophy

　Saint　Louis　University

　　Thomas　Aquinas　claims　that　there　are　two　different　ways　to　attain　a　correct

judgment　（S．　T．　II－II，　q．　45，　a．2，　c．）　．　One　way　is　through　a　perfect　use　of　reason　and

another　is　tlarough　“connaturality　（coni・iaiu7’（tlitas）．”　Through　“connaturality，”

Aquinas　claims，　tlaose　who　possess　virttie　of　¢hastity　juclge　stich　matters　correctly

and　those　who　possess　virtue　of　charity　judges　divine　matters　correctly　and　more

perfectly．

　　This　article　intencls　to　clarify　the　cognitive　mechanism　and　philosophical　impor－

tance　of　“cognition　through　connaturality”　in　Aquinas．　For　a　brief　sketch　over　its

phi．losoplaical　importance，　1　borrow　some　arguments　from　contemporary　epis－

temology，　specifically・　“virtue　epistemology．”　1　point　out　the　similarities　between

Aquinas’s　claims　on　“cognition　througli　connattn’ality”　and　those　1）y　virtue　epis－

temologists．　．After　this　introcluction　into　its　philosophical　importance，　1　explain

what　“cognitiQn　through　connnaturaiity”　is　and　1iow　it　occurs．　For　this　purpose，　I

analyze　the　meaning　of　the　“connaturality”　based　on　his　texts　and　conclude　that

the　“connaturality”　in　question　is　the　aptitude　formed　in　our　appetitive　powers．

Then，　1　explain　how　the　connaturality　functions　in　our　attainment　of　the　cognition．

Based　on　his　accounts　of　the　inechanism　of　cognition，　1　conclude　that　the　cognizer

becoines　the　object　by　him　or　herself　becoming　lil〈e　the　object．　Virtues　help　the

cognizer’s　becom加g　Ilke　the　object，　blうllgillg　the　connaturality　to　the　cognizer．

After　this　clarification　of　the　mechanism，　1　introduce　his　detailed　descriptions　of

the　moral　and　religious　cognition　through　connaturallty．　1　try　to　analyze　in　each

case　why　this　nitode　of　cognitioi：i　is　philosophically　important．

　　Through　the　investigation，　“re　shall　tmderstand　that　Aquinas’s　notion　of　“cogni－

tion　through　connaturality”　has　much　in　common　with　the　concerns　of　virtue

epistemologists．　Both　of　them　claim　that　virtues　of　the　cognizer　play　a　crucial　role

in　our　attainment　of　knowledge　and　save　“particularity，”　“affectivity，”　and　“non一一

inferentiality”　as　aspects　of　human　knowleclge．　A　further　significance　of　Aquinas’

s　philosophical　po＄ition　is　that　he　realizes　that　both　“perfect　use　of　reason”　and
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“connaturality”　are　indispensable　means　for　the　attainment　and　the　development

of　human　knowledge．

Ultimate　Truth　（paramarihasatya）　and　Relative　Truth　（sa：pvl；tisatya）

　　　　　　　　　Jfi2nagarbha’s　Two　Truths　and　his　Position　in　Tibet

　　　Ritsu　AKAHANE

　　　Part－time　lecturer

Osaka　Gakuin　University

　　This　paper　has　tvLTo　objectives．　The　first　one　is　to　explain　the　ultimate　truth　and

the　relative　truth　as　they　are　used　by　Ji’i－anagarbha－who　is　said　to　have　been

active　at　the　beginning　of　the　8th　century－in　his　book　Satyadvayavibhaizga．　The

seconcl　objective　aims　at　explaining　to　irkhich　Jfifinagarbha　actually　belongs－

Yogacaramadhyamaka　（zNa｝’　’byor　sPyod　Pa’i　dbtt　7・na　Pa），　Sautrantikamadh－

yamaka（7nDo　sde吻，od勿’i　dbu　7フza加）or　Lo1くaprat1timadhyamaka（7忽7’te72

grags　sde　sPyod　Pa　’i　dbzt　ma　pa）．

　　1．　：　Concerning　ultimate　truth，　Jfianagarbha　claims　that　two　of　them－namely

unexpressive　ultimate　truth　and　expressive　ultimate　truth－are　existing．　The　first

of　these　two　doesn’t　mainfest　anything，　is　differentiated　from　the　workings　of

concepts　and　the　heart　and　is　a　truth　one　cannot　talk　about．　The　second　one　is　logic

or　the　things　that　are　made　definite　by　logic．　lt　is　also　what　is　decided　after　the

flawed　other　theories　about　the　truth　claimed　by　other　people　are　examined　by　it．

Actually，　only　the　important　ultimate　truth　is　true　ultimate　truth－but　since　it

cannot　possibly　be　shown　to　other　people，　logic　and　things　decided　by　it　were

established　by　Jfianagarbha．

　　Three　kinds　of　relative　truths　exist，　while　one　of　them　is　correct　and　the

remaining　two　are　flawed．　According　to　Ji－i“2nagarbha，　the　true　one　has　a　charac－

teristic　of　corresponding　correctly　to　what　appears．　lt　is　a　mere　thing，　which

happens　depending　on　a　cause，　has　the　ability　to　produce　effective　action　and　is　a

matter　vvhich　is　explained　by　the　All－Knowing　Buddha．　The　two　flawed　relative

truths　are　either　conceptual　or　non－conceptual．　The　former　is　what　is　imagined　as

truth　by　other　people．　The　latter　is　split　in　two　different　1〈inds．　The　first　one　is　the

double　moon　which　is　recognized　by　people　with　damaged　sensual　organs．　The

second　one　is　water　seen　under　a　mirage．　lt　is　to　note　that　these　are　not　accepted
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