
宗

教

の

猫

立

性

に

つ

い

て

8
柴

野

恭

堂

一

宗
激
の
狩
立
性
の
研
究
は
宗
敏
が
世
界
及
び
人
生
に
於
て
有
す

る
固
有

の
意
義
を
閾
明
し
、
他

の
如
何
な
る
債
値

に
も
還
元
し
得
ざ

る
文
化
的
特
質
を
登
揮
す

る
こ
と
に
存
す

る
。
其

は
宗
激
現
象
或
は
宗
激
的
事
實

の
目
的
概
念
若

し
く
ば
規
範
と
し
て
の
眞
理
性
を
意
昧
す

る
。
是
れ
に
よ
つ
て
宗
教
的
事
實

は
、
他

の
文
化
現
象
と
根
本
的

に
優
別

ぜ
ら

る
べ
き
即
ち
そ
の
宗

敢
的
た

る
所
以
が
始
め
て
明
か
に
せ
ら
れ
、
從

つ
て
そ
の
批
判
の
標
準
又
は
原

理
が
樹
立

せ
ら
れ
得

る
の
で
あ
る
。
而
し
て
ま
た
宗
激

が
人
間

の
生
命
に
封
し
て
如
何
な
る
意
昧
と
理
由
と
を
承
認

せ
ら
る
べ

き
で
あ
る
か
を
理
性
的

に
根
擦
づ
け
る
こ
と

に
依

つ
て
、
生
命

の
領
域

に
於
け

る
濁
特
の
位
置
を
確
保
し
、
其

が
妄

想
ま
だ
は
誤
謬
に
あ
ら
ざ

る
こ
と
を
主
張
す

る
こ
と
が
可
能

と
な
る
の
で
あ
る
。

之

が
爲
に
は
宗

激
そ
れ
自
身

の
事
實

に

つ
い
て
そ
の
意
味
内
容
を
究
明
し
所
謂
酉
在
的
批
判

に
よ
る
本
質
的
特
徴

を
把
握
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
無
る
に
若
し
或

る
特
殊

の
哲
學
ま
た
は
特
定

の
世
界
観
人
生
観
に
立
脚

し
て
、
宗
激
を
そ

れ
等

の
膿
票

よ
り
演
繹
し
或
は
そ
れ
等

の
原

理
に
蹄

納
す

る
な
ら
ば
、
稽

々
も
す
れ
ば
制
限
以
上

の
範
園

に
渉

つ
て

宗
敦
の
掛
立
性
に
つ
い
て
べ
"
)

(
一
)
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宗
教
の
蜀
立
性
に
つ
い
て
(
一
)

(
二
)

重
大
な
る
錯
誤
を
惹
起
す

る
こ
と

、
な
る
。
例

へ
ば

マ
ル
ク

ス
が
肚
會
生
活

の
経
濟
的
組
織
構
造
に
反
映

せ
る
宗
敷

形
態
を
批
判
し
て
「
宗

激
は
抑
塵

せ
ら
れ
た
被
造
物
の
歎
息
」
或
は
「
民
衆

の
阿
片
」
等

と
論
じ
た

る
如
き
は
、
古
代
ギ

リ

シ
ヤ
の

ヘ
ラ
ク
ラ
イ
ト
ス
及
び

エ
.ビ
ク

ロ
ス
が
宗
漱
を
以
て
人
生
の
病
的
現
象
と
見
徹

せ
る
と
同
じ
く
、
土
ハ
に
右

の
禁
條
を
犯
せ
る
も
の
で
あ
る
。
現
實

の
宗
教

々
團
叉
は
宗
敏
の
観
念
形
態

が
假
倉
幻
影

で
あ
り
阿
片
な
り
と
す
る

も
、
其

は
直
ち
に
宗
敢

の
債
値
内
容

の
否
定
を
意
昧
し
な

い
。
勿
論
歴
史
的
過
程
は

一
面
に
於
て
常
に
就
會
的
必
然

性
に
制
約
せ
ら
れ
た
る
、
從

つ
て
経
濟
組
織
政
治
組
織
等
を
反
映
せ
る
観
念
形
態
叉
は
現
象

と
し
て
認
容
せ
ら
る

べ

き
で
は
あ

る
が
、
そ
れ
は
何
等
本
質
的
債
値

の
要
當
性
及
び
必
然
性

の
問
題

に
關
す

る
論
議

で
は
な

い
。

凡
そ
學

的
認
識

に
際
し
て
は
、

そ
の
立
脚

に
俘
ふ
方
法
と
之
れ
が
向
ふ
樹
象

の
如
何
と
に
よ

つ
て
、
其
の
知
識

に

は
當
然
の
制
限
あ
る
こ
と
を
豫

め
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
宗
漱
の
規
範
的
眞

理
に
就

い
て
考
察
せ
ん
と
す

る
者
は
特

に

此

の
瓢
に
切
里
息
す

べ
き
で
あ

る
。
何
と
な
れ
ば
規
範
或
は
債
値
は
現
實

の
事
實

に
於
て
實
現
せ
ら
る
、
こ
と
を
要
求

し

つ
、
そ
れ
自
身
は
元
來
事
實

を
超
越
せ

る
が
故

に
、
特
殊
的
現
象

の
み
に
絡
始
す

る
時
は
却

つ
て
事
實
を
曲
歪
す

る
理
説
と
な
る
か
ら
で
あ

る
o

此
の
意
味

に
於
て
有

ゆ
る
文
化
事
象

の
理
性
的
便
値
從

つ
て
宗
敏
を
も
、
寧
ろ
そ
の
事
實

に
忠
實
な
ら
ん
が
爲
に

理
性
に
於
け

る
其
自
身
の
實

現
と
解
し
、

人
生
に
樹
す

る
意
義
と
権
利
と
を
獲
見
せ
る
は
實

に
カ

ン
ト
の
不
朽

の
功

績

で
あ

つ
た
。
彼

の
偉
大
な
る
批
判
哲
學

の
上

に
築
か
れ
泥
宗
教
論
は
奮
き
然
か
も
常

に
新
し
い
光
を
投
げ
て
居

る
。
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叢

に
は
先

づ
そ
の
精
紳
を
回
顧
す

る
こ
と
か
ら
出
襲
し
よ
う
。

ニ

カ
ン
ト
の
宗
教
論

(此
の
項
に
奮
稿
で
あ
る
が
便
宜
上
そ
の
ま
・
摘
出
し
て
用
ふ
ろ
こ
と
に
す
る
)

、

濁
断

の
夢
か
ら
醒

め
だ

カ
ン
ト
は
意
識
を
離
れ
た
實
在
を
論
す
る
模
寓
説

に
依
つ
て
は
認
識

の
眞
理
性
を
主
張
す

る
こ
と
の
到
底
不
可
能
な
る
こ
と
を
看
破
し
た
。
而
し
て
模
寓
説

に
於
け

る
主
観

と
客
観
の
認
識
論
上
の
封
立
を
先

天
的
純
粋
悟
性

と
現
象
と
の
樹

立
に
改
め
た
。
認
識
主
観
は
経
験
を
可
能
な
ら
し
む
る
制
約
と
し
て
の
法
則
で
あ
り

認
識
客
観

は
此
の
法
則

の
下
に
統

一
せ
ら
れ
構
成
せ
ら
れ
た
る
経
験
で
あ

る
。
主
観
と
客
親
と
は
相
關
的
概
念

(囚
。
`

吋Φ
響

凶く
霞

ゆ
Φoq
鳳
中
)
で
あ
り
、
経
瞼

の
可
能
性

の
制
約
は
同
時

に
経
験

の
封
象
の
可
能
性
の
先
天
的
制
約

で
あ

る
。

故

に
認
識
の
樹
象
は
可
能
的
経
験

界
に
の
み
限
ら
れ

「
可
能
的
経
験

の
領
域

を
越
え
て
は
何
等

の
先
天
的
総
合
判
断

(
1
)

も
あ
り
得

ぬ
」

の
で
あ

る
。
是
れ
が

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
革
命

の
偉
業
で
あ

る
。

か
く
し
て
眞
理
は
直
観
と
概
念
と
を
契
機
と
す

る
統

一
に
よ
つ
て
成

立
す

る
こ
と
が
明
か
に
せ
ら
れ
、
認
識
能
力

の
限
界
を
規
定
す

る
と
共

に
眞
理

の
普
遍
要
當
的
根
擦
が
襲
見
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
彼
以
前

の
哲
學
は

「
理
性

の

訓
練
」
を
鉄
き
其

の
本
質
を
考
査

せ
ざ
り
し
爲
、
潜
越
に
も
知
識

の
限
界
を
超
え
た
「
物
自
禮
」
の
認
識
を
企

つ
る
の

迷
妄
に
陥
り
、
そ
の
結
果
は
「
全
く
濁
断
的
な
る
有
ゆ
る
溢
徳
性
に
矛
盾
す

る
不
信
仰

の
眞

の
源
泉
」
と
な
る
か
、
然

ら
ざ

れ
ば
當
然

ヒ
ェ
ー
ム
の
懐
疑
論
に
蹄
着

せ
ざ
る
を
得
な
か

つ
た
o

宗
教
の
狽
立
性
に
つ
い
て
(
一)

(
三
)
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＼

宗
教
の
蜀
立
性
に
つ
い
て
(
一
)

(四
)

「
概
念

に
劃
象

が
與

へ
ら
れ
得

る
は
唯
だ
直
観
に
於
て
の
み
で
あ

る
。
而
し
て
純
粋
直
観
は
樹
象

に
先
行
し
て
先
天

的

に
可
能

で
あ
る
と
は
い
へ
、
此

の
直
観
自
身

は
其
樹
象
を
從

つ
て
客
観
的
姿
當
性
を
樹
象

の
軍
な

る
形
式
た
る
経

(
2

)

験
的
直
観

に
依
つ
て

の
み
得

る
こ
と
が
出
來

る
の
で
あ
る
。
」
換
言
す
れ
ば
可
能
的
経
鹸

の
所
與
と
關
係
せ
ざ
る
概
念

若
t
く
は
法
則
は
全
く
表
象

に
關
す
る
幻
影
た
る
に
過
ぎ
な

硫
。
か
～
る
概
念
は
客
親

に
關
す

る
何
等
の
意
昧
を
有

せ
す
、
ま
た
容
観
を
決
定
す

る
何
等

の
制
約
を
も
保

っ
こ
と
は
出
來

な
い
o
概
念

な
き
直
観
が
盲
目
な
る
如
く
内
容

な
き
思
惟
は
塞
虚

で
あ
る
。
知
畳
は
唯

剛
の
現
實
性
で
あ

る
o
然
し
吾

々
は
戚
性
を
以
て
唯

一
の
可
能
的
直
親

の
方

法
で
あ
る
と
圭
張
す

る
能
は
ざ
る
が
故
に
、
或

る
概
念
が
そ
れ
自
身
矛
盾
を
含
ま
ざ

る
場
合
に
は
假
令
そ
の
客
観
的

實
在
性
は
認

め
ら
れ
す
と
も
猶
ほ
蓋
然
的

に
は
意
昧

を
有
す

る
も
の
と
せ
ら

る
、
概
念
が
存
す

る
。
非
威
性
的
直
観

の
樹
象
た

る
理
禮

(乞
O
g
日
①
舜
)
の
概
念
は
之

に
相
當
す

る
も
の
で
あ

る
。
其
れ
は
全
然
悟
性

の
内

に
起
源
を
有
す

る

(
3

)

純
粋
概
念
郎
ち
理
性
概
念
ま
た
は
理
念
と
呼
ば

る
、
も
の
で
あ

る
。

劔
て
悟
性
は
現
象
を
法
則
に
依

っ
て
統

一
す

る
能
力

で
あ
る
が
、
理
性
は
更

に
之
を
原
理
の
下
に
統

一
す

る
能
力

で
あ
る
。
而
し
て
戚
性
的
認
識
が
客
観
的
必
然
性
と
普
遍
要
當
性
と
を
有
す
る
爲

に
は
理
性
の
推
理
は
特
殊

な
る
其

の
表
象
を

一
般
的
法
則
か
ら
導

き
覧

に
本
源
的
統
畳

に
よ
る
最
高
統

一
に
ま
で
到
達
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
理
念

(冠
①⑦
)

は
此
の
場
合
認
識
に
終
局
的
統

一
を
與

へ
ん
が
爲
に
理
性
の
推
理
が
必
然
的
に
要
求
す

る
無
制
約
者

の
表
象

で
あ
る
。

然

る
に
戚
性
的
認
識
本
來
の
性
質
ミ
し
て
は
無
制
約
者
を
追
求
す

る
無
限

の
進

行
に
止
ま
り
、

そ
れ
自
身
無
制
約
的
最

＼
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終
原
理

に
到
達
す
る
事
は
不
可
能

で
あ

る
。
そ
れ
は
課
題
と
し
て

雪

凝
①
び
窪

さ
る
る
の
み
に
し
て
決
し
て

Φ
.び
.5

さ
れ
得
ざ

る
認
識
の
理
想
に
外
な
ら
な

い
。
從
來
の
形
而
上
學
は
之
を
與

へ
ら
る
、
も
の
と
假
定
し
假
象

の
國

に
向

つ
て
出
登
す

る
前

に
充
分

の
準
備
を
整

へ
な
か

つ
た
も
の
で
あ
る
。

か
く
て

ヵ
ン
ト
は
合
理
的
心
理
學
・合

理
的
宇
宙
論
及
び
合
理
的
紳
學
・の
各

々
に
つ
い
て
其
矛
盾
迷
妄
を
指
摘
し
、
.

而
し

て
時
間
塞
間
並
び
に
範
疇
が
樹
象

の
構
成
原
理
な
る
に
勢
し
て
理
念
は
悟
性
が
経
験
を
統

一
す

る
に
際
し
て
之

を
正
當

に
指
導
統
制
す

る
統
制
原

理
だ
る
こ
と
を
明
か

に
し
た
の
で
あ

る
。
蕪

に
事
實
に
依

つ
て
で
は
な
く
理
性
そ

の
も
の
、
本
質
よ
り
し
て
認
識

の
限
界
を
定
め
理
性
使
用
の
規
準
を
先
験
的

に
確
立
せ
ん
と
す

る
批
鋼
的
方
法
が
存

す

る
。
其

は
「
人
問
理
性
の
地
理
學

者
」
と
な
つ
て
先
瞼
的
原
理

に
よ
つ
て
総

べ
て
の
可
能
的
経
験
界

の
地
李
線
を
認

識
し
、
純
粋
悟
性
の
國

の
直
穫

と
球
面
積
と
を
知
り
現
實

の
経
験

に
在

つ
て
は
戚
性
的
覗
域
内

に
此

の
國
の
軍

な
る

　
　

　

一
部
分
を
観
察
し
得

る
に
過
ぎ
ざ
る
こ
と
を
自
畳
す

る
の
謂
で
あ

る
。
然

る
に
純
粋
悟
性

の
國
が
自
然
に
依
て
不
鍵

的
限
界
内

に
鎖

さ
れ
だ
る
島

な
る
こ
と
を
知

つ
た
時
既

に
「
之
を
園
む
泓
荘
た
る
荒
海
」
を

も
展
望
す

る
が
故

に
、
假

象

の
住
慮
な
る
に
も
拘

ら
す
之
を
新
し

い
國

と
思
ひ
誤

る
こ
と
は
理
性

の
不
可
避
的
な
幻
想

で
あ
る
。
是
れ
は
恰
か

も
大
洋
が
岸
邊
よ
り
も
中
央
が
よ
り
高
く
見
え
、
ま
た
星
學

者
で
さ

へ
も
太
陽
が
昇
る
時

に
は
逼
常
よ
り
も
大
き
く

見
ゆ
る
こ
と
を
否
み
難

い
と
等
し
く
心
理
的
事
實

に
原
因
す

る
推
理
の
誘
惑
で
あ

る
。
合
理
的
紳
學

も
亦
途
に
此
の

誘
惑
に
陥
り

「
事
實
的
原
則
が
総

て
の
境
界
柱
を
引
倒
し
到

る
虜
何
等

の
制
限
を
も
辮

へ
ざ

る
新
領
土
を
敢
て
要
求

宗
敦
の
猫
立
性
に
つ
い
て
(
一
)

(五
)
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出蚕
教
の
蜀

立
性

に
つ
い
て
(
一
)

(
山ハ
)

(
5
)

す

る
L
ま

、
に
妄
想
と
幻
惑
と

に
迷

ひ
入

つ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
は
「
如
何

に
し
て
學
と
し
て
の
形
而
上
學
は
可
能
な
る
か
」
。
彼

は
「
信
仰

に
場
所
を
與

へ
ん
が
爲
に
知
識
を

(
6

)

抑
止
し
て
」
如
何
な
る
立
脚
を
見
出
し
得
た
か
。
啓
蒙
期
の
哲
學
者
達
が
推
論
的
知
識
萬
能

の
主
知
主
義
的
偏
見
を

脱
し
得
ざ
り
し

に
封
し
て
、
人
間
生
命

の
全
般

に
渉

る
理
性
作
用
を
奪
重
し
輩

に
悟
性
活
動

の
み
な
ら
す
戚
情
及
び

意
志
に
於
て
も
濁
自

の
交
化
的
原

理
を
認
め
、
先
天
的
総
合
判
断

の
公
理
的
眞
理
性
換
言
す
れ
ば
そ
の
必
然
的
普
遍

姜
當
根
擦
を
究
明
し
、
藝
術
滋
徳

及
び
宗
激
の
基
礎

づ
け
を

試
み
た

の
で
あ
る
。

メ
ン
デ

ル
ス
ゾ

ー
ン
の
詐

せ
る

b
守
Φ§

巴
§
興

の
名
を
威
ち
得
た
カ
ン
ト
は
此
の
意
味

に
於
て
却

つ
て
近
代
文
化

の
恩
人
と
仰
が
る
、
に
到

つ
た
の

で
あ

る
。

宗
敏
の
眞
理
が
紳

の
實
在

に
依

つ
て
原
理

づ
け
ら

る
、
限

り
、
紳
の
存
在

の
謹
明
が
由
來
紳
學

に
於
け
る
唯

一
の

任
務
と
考

へ
ら
れ
た
る
も
強
ち
怪
し
む
に
足
ら
な
い
。
思
辮

的
理
性
か
ら
紳

の
存
在
を
謹
明
す

る
方
法
と
し
て
は
三

つ
の
場
合
が
可
能
で
あ
る
。
帥
ち

一
定

の
経
験

に
よ
る
吾
人
の
戚
畳
世
界

の
特
殊

の
性
情

に
出

登
し
て
因
果
律
に
從

つ
て
世
界
外

の
最
高

原
因
に
遡

る
所
謂
物
理
神
學
・的
(目
的
論
的
)
謹
明
、
或
は
輩

に
不
定
な
る
経
験
を
基
礎

と
し
て

或

る
事
物

の
存
在
の
必
然
性
か
ら
其

の
制
約
と
し
て
最
高
實
在
を
推
断
す

る
宇
宙
論
的
謹
明
、

若
く
ば
有
ゆ
る
経
験

か
ら
離
れ
て
全
く
先
天
的
に
純
粋
概
念
よ
り
し
て
最
高
原
因

の
存
在
を
推
断
す
る
實
膿
論
的
謹
明
で
あ
る
。
然

る
に

カ
ン
ト
は
第

一
の
誰
明
は
第

二
を
第

二
の
謹

明
は
第
三
の
謹
明
を
基
礎
と
し
て
成
立
す

る
こ
と
を
看
取
す
る
と
共

に
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(
7
)

す

べ
て
を
完
膚
な
き
迄
に
批
詐
反
駁
し
去

っ
た

の
で
あ
る
。
併
し
勿
論
そ
れ
は
紳
そ
の
も
の
、
存
在
の
否
定
で
は
な

か
つ
た
。
彼
は
論
理
的
ま
た
は
可
能
的
と
現
實
的
と
の
樹
立
を
存
在
の
特
徴

の
有
無

に
依

つ
て
匠
別
し
、存
在
は
他
の

総

て
の
範
疇

よ
り
も
高
次
的
な
る

諺
び
。・。
言
8

国
○
ω置
8

と
見
徹
し
た

る
が
故
に
、
認
識
は
登
見
概
念
と
し
て
の
理

性
の
軍

な
る
理
念
を
手
引

き
と
し
て
威
性
界
と
關
係
的
に
容
知
界
の
甥
象
を
實
在
化
せ
ん
と
し
實
践
理
性

の
優
位
を

承
認
し
た
。
而
し
て
威
性
の
圖
式
の
類
比

に
基

い
て
理
性
の
根
本
法
則
が
経
験

の
婁
象
に
樹
し

て
客
観
的

に
要
當
す

(
8

)

る
こ
と
を
圭
張
し
π
の
で
あ
る
。
叢

に
理
性
は
其
理
念
を
軍
な
る

H◎
①
①
と
し
て
で
な
く

H山
①巴

た
ら
し
め
、
理
念

に
同
時
に
甥
象
を
與

へ
る
こ
と
に
依

っ
て
の
み
膿
系
的
に
統

一
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ

る
。
故
に
世
界

の

事
物
が
最
高
容
知
者
か
ら
其

の
存
在
を
享
け
居

る
か
の
如
く

(巴
ω
o
σ
)
に
観
察
す
る
こ
と
は
、
如
何
に
鍔
象

が
造
ら

れ
て
あ
る
か
(一ωけ)
を
示
す

も
の
で
な
く
、
却

つ
て
其
概
念
の
饗
導

に
随

っ
て
吾

々
は
経
験

一
般

の
封
象

の
特
質
を
如

何
に
認
識
す

べ
き
か
(◎。o
目
①昌
)
の
問
題

で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ

ル
が
眞

の
無
限
者
は
有
限
者
の
軍
な
る
彼
岸
で
は
な
く
有
限
者
を
止
揚
せ
る
も
の
と
し
て
自
己
自
身

の
内

に
含
む
と
言

へ
る
如
く
、
無
制
約
者
は
軍
に
「
理
念

の
中

に
於
け
る
樹
象
」
と
し
て
制
約
の
側
の
総
合

の
総
騰

の
み
を

(
9

)

意
味

せ
す
、
有
ゆ
る
経
験

の
根
源
郎
ち
被
制
約
者
の
側
の
絶
婁
的
完
全
を
意
味
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
斯

の
如
き
關
心
は

反
省
的
判
断
力

に
よ
り
自
然
を
合
目
的
的

に
理
性

の
内

に
取
入
れ
、
眞
理
の
自
己
主
張
に
基
く
理
性

の
自
畳

に
於
て

紳
を
見

る
こ
と
に
外
な
ら
な

い
。

劔
て
吾

舟
が
自
然

の
産
物

(宕
辞
嘆
嘆
o
音
9
)
の
意
味
到
定
の
爲
に
目
的
概
念
を
其

宗
教

の
猫
立
性

に
つ
い
て
(
脳
)

(
七
)
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宗
教
の
猫
立
性
に
つ
い
て
(
嚇
)

(入
)

生
産
根
擦
と
し
て
有
す

る
も
の
と
し
て
即
ち
實
質

的
客
観
的
合
目
的
性
の
概
念
を
表
現
す

る
も
の
は
自
然
目
的
(属
9
、

け霞
N
ミ
Φ
爵
)
で
あ

る
。
自
然

の
産
物
に
は
機
械
的
に
説
明
し
得

る
集
合
膿

と
し
て
の
外
に
、
そ
れ
が
磨
己
自
身

の
原
因

に
し
て
且

つ
結
果
な
る
膿
系

の
存
在
と
し
て
其
自
身
合
目
的
的
な

る
内
的
構
造
を
有
す

る
有
機
膿
を
登
見
す

る
。

か

く

の
如

き
自
然
目
的
に
關
す

る
機
械
的
因
果
に
よ
る
説
明
に
は
限
界
が
存
す
る
故

に
,
吾

々
は
之
を
補

ふ
に
目
的
原

因
を
以
て
そ
の
意
昧
を
判
定
し
理
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
一
本

の
草
の
董

の
生
産
を
如
何
な
る
意
圖

に
も
支
配
せ
ら
れ

な
い
自
然
法
則
に
依

つ
て
の
み
理
解

せ
し
む

る
或
る

ニ
ュ
ー
ト

ン
が
將
來
現
は
れ
る
で
あ
ら
う
と
云
ふ
如
き
豫
想
を

(
-o

)

し
た
り
期
待
し
た
り
す
る
こ
と
さ

へ
も
人
間

に
取

っ
て
は
不
合
理
で
あ
る
」
。
然
し
乍

ら
合
目
的
的
統

一
は
自
然
に
於

け

る
目
的
を
本
來
意
圖
的
な
る
も
の
と
し
て
観
察
す

る
の
で
は
な
く
、
唯

だ
自
然
物
に

つ
い
て
反
省
す

る
場
合
、
目

的
概
念
を
判
断
力
の
手
引
と
し
て
之

に
附
加
し
て
思
惟
す

る
の
で
あ
る
。
ま
π
自
然
物
相
互
の
目
的
手
段

の
外
的
交

互
關
係

に
關
す
る
概
念
で
も
な

い
。
例

へ
ば
海
岸

の
泥
土
が
耕
作
に
適
し
砂
地

が
松
の
繁
茂

に
適

し
馬

が
乗
用
に
適

す

る
等

の
合
目
的
性
は
、
其
等
自
身

の
帷
質

と
何
等
必
然
的
關
係
な
く
輩

に

一
事
物

の
存
在
が
直
接
間
接
他

の
も
の

に
有
盆

で
あ
る
と
い
ふ
條
件

の
下
に
吾
々
が
任
意
に
附
加
せ

る
概
念
た
る
に
過
ぎ
な

い
。
故

に
其

は
假
説
的
に
は
自

然
目
的
を
告
知
す

る
も
絶
樹

に
目
的
論
的
判
断

と
同
親
せ
ら

る
べ
き
で
は
な

い
。

吾

々
が
生
物
界
を
考
察
す

る
時
は
、
其
等

は

一
大
家
族

を
爲
し
親
和
關
係

に
よ

つ
て
目
的
論
的
自
然
膿
系
存
形
成

し
て
居

る
が
、此

の
根
源
的
膿
制
は
生
産
的
原
因
の
悟
性

の
所
産

と
考

へ
ざ

る
を
得
な

い
。
帥
ち
有

ゆ
る
自
然

の
事
物
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は
何
の
爲

に
存
す
る
か
を
問

ふ
時
、
其
存
在
の
有
意
圖
的
な
る
根
擦
、
其
自
身
目
的

に
從

つ
て
働
く
原
因
、
其

の
可

能
性

の
制
約
以
外

に
は
何
物
を
も
必
要
と
せ
ざ

る
目
的
を
必
要
と
す

る
。
是
れ
が
創
造

の
絡
局
目
的
で
あ
る
。
然
し

全
自
然
界
を
見
渡
す
限
り
創
造

の
最
後

の
目
的
た

る
特
質
を
主
張
し
得

べ
き
何
物

も
存

し
な

い
。
唯
だ
目
的
の
概
念

(
11

)

を
自
ら
造

う
、
自
己
の
理
性

に
依

つ
て
目
的
の
腱
系
を
造
り
得
る
地
上
の
唯

一
の
存
在
者

は
人
間
で
あ
る
。
但
し
威

豊
界
に
薦
す

る
自
然
騰
と
し
て
の
人
間

に
は
、

一
本

の
草

の
董
す
ら
も
其

が
自
己

の
都
合

の
爲

に
存
在
す

る
と
見
倣

す
権
利
は
毛
頭
無
き
故
に
、
廼
徳
禮
と
し
て
の
人
間
帥
ち
自
ら
目
的
に
從

つ
て
行
爲
す

る
自
由
本
質
だ

る
道
徳
の
圭

禮

に
し
て
始
め
て
全
自
然
を
目
的
論
的

に
從
囑
せ
し
む
る
絡
局
目
的
た
り
得

る
の
で
あ

る
コ
,
目
的
の
膿
系
に
於
て
人

(
12

)

間
は
目
的
自
膿

そ
の
も

の
、
郎
ち
彼
は
何
人

に
依

つ
て
も
紳

に
よ

つ
て
す
ら
決
し
て
手
段
と
し
て
使
用

さ
れ
得
な

い
L

紳
聖
な
る
人
格

(団
霞
ω
o
昌
)
ま
た
は
人
間
性

(冒
Φ匿
。
年
①
ε

で
あ
る
。

目
的
論
的
自
然
髄
系
は
斯
く
て
蓮
徳
的
に
燈
系

づ
け
ら
れ
て
目
的
の
國

(ユ
Φ
『
閃
①
一〇
げ
鮎
O周
N
≦
①
O犀
)
に
高

め
ら
れ

た
が
、
道
徳
的
目
的
論
は
更

に
蓮
徳
的
紳
學
に
到

つ
て
そ
の
展
開
を
完
成
す

る
。
遣
徳
は
可
能

な
る
目
的

の
國
を

一

個
の
自
然
の
國

と
し
て
成
立
せ
し
め
ん
が
爲

に
有

ゆ
る
行
爲

の
規
定
を
定

む
る
の
で
あ
る
。
故

に
目
的
の
國
は
「
勿
論

誰
だ

一
個

の
理
想
」
ま
た
は
「
意
志
の
自
由

に
依
て
可
能
な
る
」
「
其
は
其
慮

に
は
現
在
し
な
い
が
我
等

の
行
爲

に
依
つ

(
13

)

て
現
實

と
な
り
得

る
も
の
を
然
か
も
此

の
理
念

に
適

ふ
様

に
成
就
す
る
爲
の
實
践
的
理
念
」
で
あ
る
。
人
間
は
遣
徳
法

に
從
ひ
立
法
者
の

一
員

と
な
り
、
目
的
の
國
を
原
型
的
自
然
と
し
て
行
爲

の
上

に
そ
の
模
型
を
創
造
す

べ
く
義
務

づ

宗
教
の
蜀
立
性
に
つ
い
て
(
一
)

(九
)
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宗
敏
の
濁
立
性
に
つ
い
て
(
一
)

'

(
哺
0
)

け
ら
れ
て
居

る
。
這
徳
律
は
定
言
的
無
上
命
法
ま
た
は
當
爲
と
し
て
義
務

の
爲
の
義
務

の
實
行
を
要
求
す

る
純
粋
理

(
14

)

性

の
事
實

で
あ
り
、
意
志
は
戚
性
的
動
機
及
び
封
象
か
ら
濁

立
に
此

の
法
則
の
表
象

に
從

っ
て
自
律
的

に
活
動
す

る
。

意
志
は
「
普
遍
的
立
法

の
軍
な
る
形
式
」
に
よ
つ
て
行
爲
を
規
定
す

る
時
に
の
み
善
意
志

と
名

づ
け
得
て
、
そ
れ
以
外

(15

)

何
慮
に
も
道
徳
的
叉
は
善
と
稽
し
得

べ
き
も
の
は
な
い
Q
然

し

「
如
何
に
し
て
法
則
が
そ
れ
自
ら

に
於
て
直
接

に
意

(
16

)

志

の
規
定
根
擦
と
な
り
得

る
か
は
人
間
理
性

に
取

つ
て
は
不
可
解

の
問
題
で
あ

る
。
」
そ
れ
に
も
拘
ら
す
遣
徳
法
の
必

然
的
普
遍
安
當
性
の
範
型
た
る
自
然

の
普
遍
叉
は
合
法
性

一
般

の
形
式
は
、
意
志
の
普
遍
的
立
法
性
換
言
す
れ
ば
既

に
理
論
的
認
識

の
封
象
界
と
し
て
構
成

せ
ら
れ
た
る
自
然
を
意
味
反
省

の
上
よ
り
目
的
の
國

と
思
惟
せ
る
合
目
的
性

の
概
念
に
し
て
、

理
性
の
最
高
關
心
の
統

一
を
「
意
欲
す

る
形
式

一
般
」
に
し
て
然

か
も
樹
象

に
封

し
て
全
く
無
規
定

な
る
が
故

に
、
能
く
實
践
的
意
志
の
薗
律
的
規
定
根
擦
た
り
得

る
の
で
あ
る
。

か
く
て

「
自
由

に
依
て
可
能
な

る
實

(
17

)

践

理
性
に
依

つ
て
奪
敬
の
樹
象
と
し
て
示

さ
れ
た
る
道
徳
の
國

の

一
員
」
と
な
る
の
で
あ
る
が
其
は
臣
民
と
し
て
で

あ

つ
て
其

の
君
圭
で
は
な
い
o
絶
え
す
戚
畳
的
欲
望

に
戚
鯛
さ
れ

「
紳
聖
な
る
意
志
換
言
す
れ
ば
遣
徳
法
に
背
く
格

(
18
)

峯
を
全
然
超
越
す
る
如
き
意
志
を
認

め
得
ざ

る
」

が
故

に
、
義
務
か
ら

へト
岳

℃
臣
o
ぽ
)
滋
徳
律
を
這
奉
す

る
意
志
は

常
に
「
戦
孚
朕
態
に
在

る
道
徳
的
心
術
」
に
し
て
全
き
純
潔
を
有
し
な

い
。
故

に
道
徳
的
理
想

の
實
現

の
爲

に
人
間
は

奪
圖
を
綾
け
不
断

に
戚
性
の
誘
惑
を
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
慮
に
人
間
は
人
格
的
存
在
と
し
て
無
限
な
る
も
の
帥
ち

璽
魂

の
不
滅

が
要
求
せ
ら
る
、
。

`
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更
に
渣
徳
は
意
欲

が
必
然
に
法
則
と

一
致
せ
る
最
高
善
を
目
的

と
す

る
の
み
に
止
ま
ら
す
、
徳
性

に
相
慮
す
る
幸

幅

の
完
全

な
る
慮
報
を
も
希
求
せ
ざ

る
を
得

な
い
。
假
命
現
世
に
於
て
は
徳
と
幸
幅
の

唄
致
は
實

現
し
得
す
と
も
正

義

の
紳
は
必
す
此
の
配
測
を
成
就
す

べ
き

で
あ
る
。
人
間
に
封
し
て
道
徳
的
完
全

の
理
念
た
る
完
成
善

が
課

せ
ら
る

(
19

)

、
限

り
、
自
然
創
造

の
本
源
的
根
擦
と
し
て
の
遽
徳

の
支
持
者
即
ち
紳

の
存
在
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
最
高
善
の
可

(
20

)

能
の
必
然
的
制
約
と
し
て
紳
の
存
在
を
要
請

せ
ね
ば
な
ら
な
い
」

の
で
あ
る
。
於
叢
道
徳
法

に
封
す

る
尊
敬

の
念
郎

ち
道
徳
的
戚
情

は
紳

に
醤
す

る
理
性
信
仰
と
不
可
分
離

と
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