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1

西
田
の
最
後
の
論
文

「場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
(以
下

「宗
教
論
」
と
記
す
)
中
、
幾
度
か
回
心

(あ
る
い
は

「廻
心
」
と
表
記

(
1

)

さ
れ

つ
つ
)
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。
回
心
と
は
、
「宗
教
論
」
に
お
い
て

「我

々
の
自
己
の
立
場
の
絶
対
的
転
換
」

(三
五
〇
)
で
あ
り
、

こ
の
意
味
で
入
信
や
見
性
と
同
義
語
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
西
田
が

「宗
教
論
」
で
回
心
を
極
め
て
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
引
用

に
見
ら
れ
る
強
い
語
気
の
う
ち
に
そ
れ
を
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「如
何
な
る
宗
教
に
も
、
自
己
の
転
換
と
い
う
こ
と
が
な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
即
ち
廻
心
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
宗
教
で
は
な
い
」
(三
五
六
)
(傍
点
引
用
者
、

以
下
同
じ
)。
西
田
が
回
心
を
強
調
す
る
理
由
は
、
そ
の
宗
教
理
解
と
結
び

つ
い
て
い
る
。
西
田
に
お
い
て
宗
教
と
は
真

の
自
己
の
成
立
し

　

　

て
い
る
そ
こ
で
あ
る
。
あ
る
い
は
生
命
そ
の
も
の
で
あ
る

(『善

の
研
究
』
で
は
、
「宗
教
的
要
求
は
自
己
に
対
す
る
要
求
で
あ
る
、
自
己

(
2
)

の
生
命
に
つ
い
て
の
要
求
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
た
)。

こ
の
こ
と
が
意
識
的
自
己
の
立
場
で
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
意
識
的
自
己
は
是
非
と
も
突
破
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
自
己
の
転
換
を
要
す
る
。
西
田
が

「宗
教
論
」
に
お
い
て
回
心

を
重
視
し
、
し
ぼ
し
ば
そ
れ
に
触
れ
て
い
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
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「宗
教
論
」
の
主
旨
は
、
そ
の
表
題
に
示
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
場
所
的
論
理
に
よ

っ
て
宗
教
的
世
界
を
説
明
す

る
こ
と
に
あ
る
。
し

か
し
、
宗
教
的
世
界
と
い
っ
て
も
、
西
田
の
場
合
、
上
述
し
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
我

々
の
自
己
を
離
れ
た
ど
こ
か
別
の

と

こ
ろ
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
宗
教
的
世
界
と
は
真
の
自
己
の
世
界
で
あ
る
。
従

っ
て
、
宗
教
的
世
界

に
つ
い
て
説
明
す
る

と

い
う
こ
と
は
、
真

の
自
己
の
成
立
と
展
開
に
関
し
て
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
取
り
も
直

さ
ず
回
心
に
つ
い
て

述

べ
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

こ
う
い
う
わ
け
で
、

「宗
教
論
」
を

一
つ
の
回
心
論
と
し
て
読
む
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

小
論
は
こ
の

視
点

よ
り

「宗
教
論
」
に
つ
い
て
論
述
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
題
に
入
る
前
に
、
小
論
の
方
法
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
。
回
心
と
は
自
己
転
換

の
こ
と
で
あ

っ
た
。

一
般
に
転
換
と
は
、

あ

る
事
柄
か
ら
別
の
あ
る
事
柄

へ
転
ず
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
区
別
さ
れ
る
三
つ
の
局
面
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、
転
換
前
の
事
柄
、
転
換
と
い
う
事
柄
、
そ
し
て
転
換
後
の
事
柄
で
あ
る
。
回
心
も
当
然
こ
れ
ら
三
つ
の
局
面
を
含
む
こ
と
に
な

る
。

そ
こ
で
小
論
で
は
、
上
記
の
三
局
面
を
そ
れ
ぞ
れ

「宗
教
論
」
の
用
語
で

「宗
教
的
問
題
」
「宗
教
的
関
係
」
「
宗
教
的
立
場
」
と
呼

び

(と
い
う
の
は
、

各
局
面
の
事
柄
が
そ
う
呼
ぶ
に
適
し
い
事
柄
で
あ
る
か
ら
)
、

順
次
そ
れ
ら
三
局
面
に
つ
い
て
論
考
す
る
こ
と
と
す

る
。

た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
区
別
さ
れ
る
三
つ
の
局
面
は
あ
く
ま
で
も
回
心
と
い
う
同
じ

一
つ
の
事
柄
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

　

　

　

ら

　

そ
れ
ら

の
問
の
連
関
が
見
失
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
べ
き
な
の
は
当
然
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
回
心
の
論
理
が
明
ら
か
と
な
ら
な
く
て
は
な

ら
な
い
。

　

　

　

　

　

方
法
に
関
し
て
も
う

一
点
、
小
論
が
回
心
の
事
例
と
し
て
そ
の
都
度
、
西
田
個
人
の
経
歴
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て

お
き
た
い
。

西
田
は

「宗
教
論
」

の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「宗
教
は
心
霊
上
の
事
実
で
あ
る
。

哲
学
者
が
自
己
の
体
系
の

上
か
ら
宗
教
を
捏
造
す
べ
き
で
は
な
い
。
哲
学
者
は
こ
の
心
霊
上

の
事
実
を
説
明
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
、
先
ず
自
己
に
、

或

程
度
に
ま
で
宗
教
心
と
い
う
も
の
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(二
九
九
)。

こ
こ
で
は
ま
ず
、

宗
教
を
例
え
ば
単
な
る
意
識

上
や
制
度
上
の
こ
と
と
す
る
の
で
は
な
く
、
は

っ
き
り

「心
霊
上
の
事
実
」
と
規
定
し
た
上
で
、
宗
教
に
関
す
る
哲
学
者
の
職
分
と
資
格



と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
資
格
に
つ
い
て
、
西
田
は

「宗
教
心
」
を
要
求
す
る
。
宗
教
心
と
は

「心
霊
上
の
事
実
」

の
自
覚
で
あ
り
、

こ
れ
は
単
に
論
理
上
の
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
経
験
上
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
西
田
は
、
宗
教
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
も
の

の
経
験
を
問
題
に
す
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
裏
面
よ
り
見
れ
ば
、
西
田
の

「宗
教
論
」
が
そ
う
し
た
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
。
こ
れ
を
回
心
論
に
関
し
て
い
え
ば
、
西
田
に
お
け
る
回
心
の
論
理
は
西
田
自
身
の
全
経
験
を
基
礎
に
し
て
成

立
し
て
い
る
と

い
え
る
。
換
言
す
れ
ぱ
、
西
田
の
回
心
論
は
西
田
自
身

の
宗
教
的
全
経
験
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
を
論
理
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

も
し
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
西
田
に
お
け
る
回
心
の
論
理
か
ら
回
心
の
経
験

へ
と
戻
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
う
す

る
こ
と
は
、
西
田
の
経
験
の
理
解
に
関
し
て
新
し
い
視
座
を
開
く
の
み
な
ら
ず
、
論
理
化
の
道
筋
や
論
理
の
具
体
相
を
明
ら
か
に

す
る
は
ず
で
あ
る
。
西
田
の
個
人
的
経
験
に
関
す
る
研
究
は
す
で
に
多
く
出
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
論
が
各
節
の
終
り
に
簡

単
な
事
例
的
研
究
を
併
記
し
た
の
は
そ
う
し
た
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。

二
、
宗

教

的

問

題
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3

我

々
は
誰
で
も
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
宗
教
の
世
界
に
住
ま
う
の
で
は
な
い
。
人
間
は
こ
の
世
界
で
の
種
々
の
人
間
的
出
会
い
を
通

し
て
、
初
め
て
人
間
と
成
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
我

々
は
宗
教
的
問
題
に
撞
着
し
て
初
め
て
宗
教
的
意
識
に
目
覚
め

る
の
で
あ
る
。

宗
教
的

天
才
と
い
え
る
心
霊
的
偉
人
の
場
合
も
、
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
釈
迦
は
人
生
苦
に
直
面
し
て
消
沈
し
、
パ
ウ

ロ
は
自
己
の
罪
深

さ
に
坤
吟
し
た
。

で
は
、
西
田
に
お
い
て
宗
教
的
問
題
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

「我

々
の
自
己
自
身
の
存
在
」

(三
二
二
)
、
簡
単

に

「我

々
の
自
己
」
で
あ
る
。
「宗
教
の
問
題
は
、
我
々
の
自
己
が
、
働
く
も

の
と
し
て
、
如
何
に
あ
る
べ
き
か
、
如
何

に
働
く
べ
き
か

に
あ
る

の
で
は
な
く
し
て
、
我

々
の
自
己
と
は
如
何
な
る
存
在
で
あ
る
か
、
何
で
あ
る
か
に
あ
る
の
で
あ
る
」
(三
三
七
)。

し
か
し
、
我

々
の
自
己
が
同

一
性
に
安
ら

っ
て
い
る
間
は
、
自
己
自
身
に
関
す
る
問
い
は
存
在
し
な
い
。
自
己
が
問
題
に
な
る
の
は
、
自
己
に
い
わ
ば
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亀
裂
が
生
じ
、
そ
れ
が
矛
盾
す
る
両
方
向
に
引
き
裂
か
れ
た
状
態
に
移

っ
た
時
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
自
己
同

一
性
を
保

っ
て

い
た
自
己
が
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ

っ
て
自
ら
を
矛
盾
的
存
在
で
あ
る
と
知

っ
た
時
に
、
我

々
の
自
己
が
問
題
に
な

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
西
田
が
こ
の
こ
と
を

「我

々
が
、
我
々
の
自
己
の
根
抵
に
、
深
き
自
己
矛
盾
を
意
識
し
た
時
、
我
々
が
自
己

の
自
己
矛
盾
的
存

在
た
る
こ
と
を
自
覚
し
た
時
、

我

々
の
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
」
(三
二
三
)
と
述
べ
る
時
、

「我

々
の
自
己
の

　

　

り

　

根

抵
」

と

か

「
深

き

自

己

矛

盾

」

と

か

い
わ

れ

て

い

る

こ

と

に
注

意

し
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

と

い
う

の
は

、

こ

の
時

に

西

田

に

よ

っ
て

　

う

　

　

　

　

　

考

え

ら

れ

て

い

る

こ
と

は

「
我

々

の
自

己

存
在

の
根

本

的

な
自

己
矛

盾

」

(
三
二
四
)
と

か

、

「
絶

対
的

自

己
矛

盾

」

(三
三
八
)
と

か

、

「
自

　

　

己

矛
盾

の
極
致

」

(三
三
九
)
と

か

い
わ

れ

て

い

る

こ

と
だ

か
ら

で
あ

る
。

西

田

に
お

い
て

、

我

々

の
自

己

存

在

の
絶

対
的

な
自

己
矛

盾

は

「
死

の
自

覚

」

に
お

い
て

現

わ

れ

る

と
考

え
ら

れ

て

い

る

(
三
二
四
)
。

し

か

し

、

こ

の
場

合

の
死

の
自

覚

と

は

、
我

々
が
自

己

の
生

物

的

生

命

の
死

を

知

る

と

い
う

意

味

で

は

な

い
。

「
私

も
私

が
死

ぬ

こ
と

を

知

っ
て

い
る

。

し

か

し
唯

か

か

る
意

味

に
お

い
て

、

私

は

死
を

自

覚

し

て

い

る
と

い
う

の
で

は

な

い
」

(
同
上
)
と

い
わ

れ

て

い

る
。

そ

う

い

っ
た

見

方

は

「
私

を

対

象

化

し

て

い
る

の
で
あ

る
、

物

と

し

て

見

て

い

る

の
で

あ

る

」

(
同
上
)
。

で
は

、

西

田
に

お

い
て

、

我

々
が

自

己

の
永

遠

の
死

を

知

る

と

い
う

こ
と

は

ど
う

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う

か
。

「
自

己

の
無

を
知

る

と

い
う

こ
と

は

、

単

に
自

己

を

無

と

判

断

す

る

こ
と

で

は

な

い
。

爾

判

断

す

る

も

の
が

な
け

れ
ば

な

ら

な

い
。

自

己

の
永

遠

の
死

を

知

る

も

の
は

、
永

遠

の
死

を

越

え

た

も

の
で

な

け

れ

ぼ

な

ら

な

い
。

永

遠

に

生

き

る

も

の
で

な

け
れ

ば

な

ら

な

い
」

ゆ

　

　

　

　

　

　

た

　

　

(三
二
五
)。
し
か
し
、
絶
対
の
無
に
し
て
有
と
い
う
こ
と
、
「そ
れ
は
実
に
矛
盾
で
あ
る
」
(三
二
六
)。
し
か
も
こ
の

「絶
対
的
自
己
矛
盾
そ

の
こ
と
が
、
自
己
の
存
在
理
由
」
(三
三
八
)
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
西
田
に
お
い
て
我

々
の
自
己
が
自
己
矛
盾
的
存
在
で
あ
る

と
主
張
さ
れ
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
視
点
と
理
由
に
よ

っ
て
で
あ
る
。
か
く
し
て
我

々
は

「自
己
の
在
処
に
迷
」
い
(三
三
七
)、
「宗
教

的
問
題
に
苦
ま
ね
ぼ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
(三
三
八
)
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
宗
教
的
問
題
を
上
述
さ
れ
た
ご
と
き
意
味
で
の
、
我

々
の
自
己
存
在
の
絶
対
的
自
己
矛
盾
性
と
い
い
得
る
立
場
と
は
ど
の
よ
う
な
立
場
で
あ
ろ
う
か
。
西
田
は

「
そ
れ
は
哲
学
か
ら
考
え
ら
れ

る
と
か
、

道
徳
か
ら
要
請
せ
ら
れ
る
と
か
い
う
の
で
は
な
く
し
て
」
「私
が
宗
教
の
心
霊
的
事
実
と
い
っ
た
も
の
は
、

此
に
あ
る
の
で
あ
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る
」

(三

二
六
)
と

述

べ
て

い
る
。

す

な
わ

ち

、

西

田

は
そ

の
時

す

で

に

心

霊

上

に

立

っ
て

い

る
、

換

言

す

れ

ば

、

意

識

的
自

己

を
越

え

た

と

こ

ろ

に
立

っ
て

い
る

。

し

か

し
、

意

識

的

自

己
を

越

え
る

と

は

我

々

の
自

己

の
転

換

を

要

す

る

こ
と

で

あ

る

。

従

っ
て

西

田

は

そ

の
時

す

で

に
、

あ

る

種

の
回

心

を

経

験

し

た

立

場

に

い

て
、

そ

こ
か

ら

宗

教

的

問

題

を

考

え

て

い

る

こ
と

に
な

る

。

そ

し

て

、

そ

の
こ

と

は

西

　

ら

　

　

も

田
が
、
我

々
の
自
己
存
在
の
自
己
矛
盾
性
を
根
本
の
と
こ
ろ
で
把
握
せ
ん
と
し
た
結
果
で
あ
る
。
確
か
に
宗
教
的
問
題
は
究
極
的
に
は
、

上
で
我

々
が
見
た
よ
う
な
と
こ
ろ
に
帰
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
回
心
の
プ

ロ
セ
ス
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
我
々
は
最
初
も

っ
と
手
前
の
と

こ
ろ
で
問
題
に
撞
着
す
る
。
す
な
わ
ち
、
意
識
的
自
己
が
自
己
矛
盾
に
気
づ
き
、
そ
れ
に
悩
む
と
こ
ろ
に
回
心

へ
の
第

一
歩
が
初
ま
る
の

で
あ

る
。
西
田
の
場
合
、
我
々
の
自
己
存
在

の
根
本
的
な
自
己
矛
盾
を
指
摘
し
よ
う
と
す
る
意
図
か
ら
、
我

々
の
い
う
そ
の

「手
前
の
と

こ
ろ
」
に
関
す
る
活
発
な
議
論
は
見
ら
れ
な
い
が
、

「宗
教
論
」
を
注
意
し
て
読
め
ば
、

そ
の
点
に
も
留
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
随
所
に

　

も

見

い
だ
す

こ

と

が

で
き

る

で

あ

ろ

う

。

例

え
ば

、

死

の
自

覚

に
関

し

て
も

、

「
生
物

は
死

ん

で
行

く

、

死

な

き
所

に
生

命

は
な

い
。

そ

こ

た

た

　

も

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

に
も
既
に
自
己
矛
盾
が
あ
る
と
い
い
得
る
」
(三
三
九
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
次
の
引
用
は
、
も

っ
と

一
般
的
な
角
度
か
ら
、
意
識
的
自

己
の
自
己
矛
盾
性
に
言
及
さ
れ
た
例
で
あ
る
。

「我

々
の
欲
求
の
自
己
矛
盾
的
た
る
こ
と
は
、

厭
世
哲
学
者
の
言
を
挨

つ
ま
で
も
な
い
。

我
々
の
自
己
は
常
に
欲
求
に
翻
弄
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
律
的
と
い
わ
れ
る
道
徳
と
い
う
も
の
で
も
、
果
し
て
そ
れ
自
身
に
お
い

て
十
全
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
…
…
道
徳
的
意
志
と
い
う
も
の
は
、
自
己
自
身

の
中
に
自
己
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
ダ

ン
テ
の

神
曲
に
お
い
て
、
ギ
リ
シ
ヤ
の
哲
人
も
、
リ
ム
ボ
に
彷
裡
う
所
以
で
あ
る
」
(三
二
四
)。

さ
て
、
回
心
の
論
理
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
我
々
の
視
座
で
は
、
問
題
を
意
識
的
自
己
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ

　

な
ら
、
そ
こ
に
回
心
の
初
歩
が
見
い
だ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
西
田
で
は
意
識
的
自
己
で
の
問
題
は
、
厳
密
に
は
前
宗
教
的
問
題
と
い
わ

れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
が
や
が
て
西
田
の
い
う
意
味
で
の
宗
教
的
問
題
に
つ
な
が
る
限
り
、
そ
れ
も
や
は
り
宗
教
的
と
考
え
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
意
識
的
自
己
は
上
の
引
用
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
欲
望
的
自
己
、
道
徳
的
自
己
を
含
む
が
、
さ
ら
に
こ
の
上

に
、
知
的
自
己
を
加
え
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
も
述
べ
て
い
た
よ
う
に
欲
望
的
自
己
の
自
己
矛
盾
的
存
在
た
る
こ
と
、
そ
し
て



6西田におけ る回心の論理 と事例

欲
望
的
自
己
が
そ
の
矛
盾
を
自
ら
解
決
し
得
ぬ
こ
と
に
つ
い
て
は
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
道
徳
的
自
己
に
関
し
て
、
西
田
で
は
次

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「我

々
の
自
己
は
、
先
ず

一
般
者
そ
の
も
の
の
自
己
限
定
と
し
て
、
何
処
ま
で
も
理
性
的
と
考
え
ら
れ
る
」

(三
二
三
)。

こ
こ
に
道
徳
的
自
己
が
成
立
す
る
。

し
か
し

「如
何
に
鋭
敏
な
る
良
心
と
い
え
ど
も
」
道
徳
的
自
己
が
道
徳
的
自
己
に
と
ど

ま
る
限
り
、
「自
己
そ
の
も
の
を
問
題
と
な
せ
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、

如
何
に
自
己
を
罪
悪
深
重
と
考
え
て
も
、

道
徳
は
自
己
の
存
在
か

ら

で
あ
る
が
故
で
あ
る
。
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
道
徳
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
(三
二
三
)。
そ
れ
故
、
「自

負
的
道
徳
家
が
宗
教
に
入
る
の
は
、
酪
駝
が
針
の
穴
を
通
る
よ
り
も
難
い
」
(三
四
一
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
道
徳
的
自
己

が
徹
底
的
に
、
し
か
も
ど
こ
ま
で
も
誠
実
に
自
己
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず
自
ら
を
維
持
で
き
ぬ
と
い
う
自
己
矛
盾
に
撞

着
す
る
。
パ
ウ
ロ
や
親
驚
の
嘆
き
も
実
は
そ
こ
に
あ

っ
た
。
し
か
も
道
徳
的
自
己
は
、
自
己
に
お
け
る
何
ら
か
の
転
換
な
し
に
は
そ
の
矛

盾
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「道
徳
の
極
致
は
、
道
徳
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
」
(三
二
四
)
。

知
的
自
己
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
が
理
性
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
根
本
的
な
事
態
は
道
徳
的
自
己
の
場
合
と
ま

っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
知

的
自
己
の
関
心
は
多
く
外
的
対
象
に
向
け
ら
れ
る
。

こ
の
時

の
自
己
は
、
さ
な
が
ら
暗
夜
を
く
ま
な
く
照
し
出
そ
う
と
す
る
探
照
灯
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
知
的
自
己
は
自
己
を
確
信
し
て
い
る
。
知
的
自
己
が
自
己
自
身
を
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
時
も
、
こ
の
構
図
は
変

わ
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
知
的
自
己
が
い
か
に
精
緻
に
自
己
自
身
を
究
明
し
よ
う
と
も
、
究
明
さ
れ
た
自
己
と
は
考

え
ら
れ
た
も
の
に
す

ぎ
ず
、
真
の
自
己
で
あ
る
考
え
る
自
己
は
そ
の
都
度
、
後
方
に
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
知
的
関
心
に
よ

っ
て

一
切
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
す
る
知
的
自
己
が
、
自
己
自
身
を
真
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
の
自
己
矛
盾
で
あ

る
。
し
か
も
知
的
自

己
は
単
に
知
的
自
己
の
立
場
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
限
り
、
そ
の
自
己
矛
盾
を
解
決
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
意
識
的
自
己
と
し
て
の
欲
望
的
自
己
、
道
徳
的
自
己
、
知
的
自
己
が
そ
れ
ぞ
れ
自
己
矛
盾
的
存
在
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の

矛
盾
が
各
々
自
己
自
身
を
廃
棄
す
る
の
で
な
け
れ
ば
解
消
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
た
。

(回
心
論
は
そ
れ
ら
三
つ
の
意
識
的
自

己
間
の
弁
証
法
的
運
動
に
つ
い
て
も
述
べ
ね
ぱ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
)。

意



西 田にお け る回心 の論理 と事例

 

7

識
的
自
己
が
そ
の
よ
う
に
宗
教
的
問
題
に
出
会
い
、
し
か
も
自
ら
に
よ
っ
て
そ
れ
を
解
決
で
き
な
い
の
は
、
結
局
の
と

こ
ろ
、
そ
れ
が
自

己
自
身
に
対
す
る
対
象
論
理
的
見
方
に
支
配
さ
れ
て
い
る
が
故
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
意
識
的
自
己
に
は
確
信
さ
れ
た
自
己
が
隠
さ
れ

て
い
て
、
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
常
に
そ
こ
か
ら
で
あ
る
。
本
来
そ
の
隠
さ
れ
た
自
己
が
問
題
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
こ
は
不
問
に
付

さ
れ
た
ま
ま
、
し
か
も

一
切
が
そ
こ
か
ら
対
象
的
に
見
ら
れ
て
ゆ
く
。
意
識
的
自
己
が
自
己
自
身
を
見
る
場
合
も
、
完
全
に
そ
う
し
た
対

象
的
見
方
に
支
配
さ
れ
て
お
り
、
対
象
化
さ
れ
た
自
己
を
真
の
自
己
と
思
い
見
な
し
て
、
こ
の
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
な
い
。
従

っ
て
、

意
識
自
己
に
と

っ
て

「断
ず
べ
き
は
対
象
的
に
考
え
ら
れ
た
自
己

へ
の
執
着
で
あ
る
」
(三
五
五
)。

し
か
し
、
執
着
か
ら
の
解
放
は
意
識

的
自
己
が
意
識
的
自
己
と
し
て
は
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
意
識
的
自
己
は
対
象

へ
の
志
向
性
を
本
質
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

宗
教
的
問
題
に
直
面
す
る
意
識
的
自
己
に
と
っ
て
、
問
題
の
所
在
は
明
確
と
な

っ
た
。
そ
れ
は
意
識
的
自
己
が
自
己
自
身
の
否
定
を
思

た

　

う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
、
意
識
的
自
己
が
こ
の
思
い
に
至
る
こ
と
を
、
意
識
的
自
己
の
挫
折
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
対
象
的
に

思
惟
す
る
こ
と
が
人
間
の
通
例
で
あ
る
以
上
、
問
題
の
明
確
化
が
直
ち
に
問
題
の
解
決
に
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
我

々

は
自
己
否
定
と
い
う
こ
と
を
再
び
対
象
的
に
考
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
二

旦
真
に
宗
教
的
意
識
に
目
覚
め
た
も
の
は
、

何
人
も
頭
燃
を
救
う
が
如
く
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(三
四
二
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
実
際
、
若
き
西
田
が
歩
ん
だ
道
で
も
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
や
が
て
西
田
は
意
識
的
自
己
の
打
破
の
後
、
あ
の

「我
々
の
自
己
存
在

の
根
本
的
な
自
己
矛
盾
」
に
出
会
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

〈
事
例

〉

我

々
は
こ
こ
で
は
以
上

の
所
論

に
従

っ
て
、
ま
ず
何

故
に
若

き
西

田
が
自
分

の
将
来

の
専
門
と
し
て
哲

学
を
選

ん
だ
の
か
、
第

二
に
、
そ

の
後
、
間

も

な
く
西
田
が
禅

の
世
界

に
参
入
し

た
の
は
な
ぜ
か
、
ま
た
、
そ
れ
は
ど
う

い
う

こ
と
を
意
味
す
る
か
、

の
二
点
に

つ
い
て
考

え
て
お
き

た
い
。

西

田
は
哲
学
者

と
し

て
そ

の
生
涯
を
全
う
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
最
初

の
態
度
決
定

(第

四
高
等
中
学
校
在
学
中
、
西
田
十

八
歳
頃
)
に
当
た

っ
て
は
、
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「
数
学
に
入
る
か
哲
学

に
入
る
か
」
で
随
分
迷

っ
た
が
、
「
何
と
な
く
乾
燥
無
味

な
数
学
に

一
生

を
托
す
る
気

に
も
な
れ

な
か

っ
た
」
の
で
、
「
自

己

の
能
力

(
3
)

を
疑

い
つ
つ
も
、
遂

に
哲
学

に
定
め

て
し
ま

っ
た
」
と
述

べ
て

い
る
。

こ
こ
に
は
数

学
を
選

ば
な
か

っ
た
理
由

は
述

べ
ら
れ
て

い
る
が
、
哲
学
を
選

ん
だ

積
極
的
な
理
由

は
何
も
語
ら

れ
て
い
な

い
。
し

か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

西
田
が

「
遂

に
哲
学

に
定
め

て
し
ま

っ
た
」
背
後

に
は
当
時

の
西
田
自
身

に
と

っ
て
も
は

っ
き
り
と
は
分

か
ら

ぬ
何

か
あ
る
特
別

の
要
因
が
、
西
田
を
そ

の
方
向

へ
と
動

か
し
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
何
で
あ
ろ
う

か
。

こ

の
こ
と
に

つ
い
て
考

え
て
み
る
た
め

に
、
「
宗
教
論
」
よ
り
次

の

一
節

を
引

用
し
て
み
た
い
。
「
人
生

の
悲
哀
、
そ

の
自
己
矛
盾

と
い
う
こ
と
は
、
古
来
言

旧
さ
れ
た
常

套
語

で
あ

る
。

し
か
し
多
く

の
人
は
深
く

こ
の
事
実
を
見
詰

め
て
い
な
い
。
何
処

ま
で
も

こ
の
事
実
を
見
詰
め
て
行

く
時

、
我

々
に
宗
教

の

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

(
4
)

問
題
と

い
う

も

の
が
起

っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る

(
哲
学

の
問
題

と
い
う

も

の
も
実

は
此
処
か
ら
起

る

の
で
あ
る
)
」

(三
二
三
)。

こ
こ
で
西

田
が
、
哲
学

の
根
源
を
宗
教

と
同
じ

「
人
生

の
悲
哀

、
そ

の
自
己
矛
盾
」

に
置

い
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た

い
。
西
田

の
こ
の
考

え
に
従

え
ば

、
青
年
西

田
を
哲
学

へ
と
動

か
し

た
も

の
は
、
実
は

「
人
生

の
悲
哀

、
そ

の
自

己
矛
盾
」

だ

っ
た
と
い
い
得
な

い
か
。
勿
論
、
そ
れ
が
こ

の
よ
う

な
言
葉

で
表
現
さ

れ
る
形

で
、
明
確

に
意
識
さ
れ

て
い
た
と

い
う

の
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
こ
に
何

か
特
別

の
出
来
事
が
結
び

つ
い
て

い
る
と
い
う

の
で
も

な
い
で
あ

ろ
う
。

む
し
ろ
、
そ
れ
ま
で
の
西

田
の
経
験

の
全
重
量
が
心
底

に
お

い
て
醸

し
だ
す
、
未
定

の
気
分

の
ご
と
き
も

の
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う

。
西
田
に
お
け

る
哲
学

の
出
発
点

が

「
人
生

の
悲
哀
、
そ

の
自
己
矛
盾
」
に
あ

っ
た
と

い
う
我

々
の
推

測
を
も
う
少

し
は

っ
き
り
さ
せ

て
く
れ
る
も

の
と
し
て
、
丁
度

そ
の
頃
、

(
5
)

西
田
が
友
人

の
山
本
良
吉

に
送

っ
た

二
通

の
書
簡

が
残
さ
れ
て
い
る
。
第

一
の
書
簡

の
末
尾

の
文
章
が
当
時

の
西
田

の
立
場
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る

の
で
、
次

に
そ
の
部
分
を
引
用
し

て
お

こ
う
。
「余

バ
カ
ク
論

ス
ル
モ
狼

二
理
学

ノ
門
戸

ヲ
窺

ヒ
哲
学
者

ヲ
気
取

テ
狼
リ

ニ
生
意
気

二
宗
教

ヲ
排

ス
ル

　

　

た

　

　

で

り

　

た

　

ゐ

ニ
ア
ラ
ス

余

ハ
性
宇
宙
間

ノ
真
理

ヲ
究

ム
ル
ヲ
以

テ
非
常

ノ
快
楽

ト

ス
レ

ハ

敢

テ
平
素

ノ
疑
惑

ヲ
挙

ヶ
テ
君

二
質

ス
ノ
、ミ

錦
衣

玉
食
似
浮
雲

人

生
百
事
偽
乎
真
」
。
こ
れ
に
よ

っ
て
ま
ず
知
ら
れ
る

こ
と
は
、
西
田
が
人
間

と
世
界

に
関
す

る
根
本

の
問
題

(「
宇
宙
間

ノ
真

理
」
)
、
す
な
わ
ち
宗
教
的
な

問
題

に
強

い
関
心

を
寄

せ
て
い
た
と

い
う
点
で
あ
る
。
と

い
う
こ
と
は
結
局

、
根
底
的

に
西

田
が
、
自
覚
的

に
表
現
す
れ
ば

「
人
生

の
悲
哀
」

と
い
う

よ

う
な
形

を
も
と
り
得

る
、
あ

る
気
分

に
動

か
さ
れ

て
い
た
と

い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

。
第

二
に
は
、
し

か
し
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
西
田
が
深

い
懐

疑

に
包
ま
れ
て

い
た

こ
と
が
分

か
る

の
で
あ

る

(因

み
に
、
第

一
書
簡

の
後
段
に
は
前
出

の

「
疑
惑
」

と
い
う
言
葉

の
外

に
、
「
疑
感
」
が

一
回
、
「
疑
」

が
三
回
使
用
さ
れ
て
お
り
、
第

二
書
簡

の
終

り
に
も

「
迷
」
が

一
回
出
て
く
る
)
。
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こ
の
よ
う
な
疑
惑
を
心
中
に
抱

き
な
が
ら

、
西

田
は
明
治

二
十
四
年

(
二
十

一
歳
)

に
東
大
哲
学
科

に
入
学
し
、

こ
の
時
か
ら
本
格
的

な
哲
学

の
研
究

を
始

め
る
。

そ

の
様
子
は
、

こ
れ
を
要
約

し
て
い
え
ば
、

生
活
苦
と
不
遇

の
う
ち

に
あ

っ
て
、
「
遅
牛
尚
千
里

の
遠
に
達

す

学
之

を

一
時

に
求

む

へ
か

ら
す

要

は
進

ん
で
止
ま
さ
る
に
あ
る

の
み
」

(明
治
二
十
四
年
、
山
本
良
吉
宛
書
簡
)
を
文
字
通
り
に
実
践

す
る
精
進
ぶ

り
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
た
状
態

は

大
学

を
卒
業

(明
治

二
十
七
年
)
し
て
か
ら
、

二
十
九
年

(
二
十
六
歳
)
く
ら

い
ま

で
続
く

(こ

の
間

、
明
治

二
十

八
年

に
結
婚
)
。
し
か
し
、
第

四
高
等

学
校
講
師

と
し

て
金
沢

に
行
く

こ
と
に
な

っ
た
明
治

二
十
九
年

の
三
月
、
西
田
は
突
然
、
山
本

に
宛

て
て
次

の
よ
う

に
書
く
。
「
小
生
今
と
し
て

h9
昌

甘

ま

。
を
後
悔

い
た
し
居

り
候
故

切
に
大
兄
も

こ
の
鬼
窟

に
陥

り
給

は
さ
ら

ん
こ
と
を
望
む
…
…
本
月

二
十
五
日
小
生
方

に

一
女
児
を
挙
け
た
り

余

は

　

　

　

ら

　

　

つ

　

　

　

　

　

あ

あ

り

　

　

た

　

　

る

　

り

も

　

多

く
浮
世

の
綱

を

つ
く

る
身

と
な
れ
り

日

々
己
か
気
力

の
衰

へ
ん
事
を
恐

る

金
沢

へ
行
け
は
雪

門
禅
師

に
参

し
て
妙
話
を
き

か
ん
と
思

ふ
な
り
」
。

(6
)

そ
し
て
実
際
、
明
治

三
十
年

か
ら
初
ま
る
西
田

の
日
記

に
は
、
同
年

一
月
十

四
日

「
雪
門
禅
師
を
訪

ふ
」

と
あ

り
、
七
、

入
月

に
は
京
都
妙
心
寺

の
大
接

心
に
参

加
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
し

て
明
治
三
十
年

か
ら

、
周
知

の
ご
と
く
禅

の
実
修
が
始
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

西
田
と
禅

と
の
関
係

は
こ
の
時
が
最
初
で
は
な

い
。
四
高

の
学
生

で
あ

っ
た
時

に
、
恩
師
北
条
時
敬
か
ら

『
遠

羅
天
釜
』

を
も
ら

っ
て
、
禅
と
は

一
体

ど
う

い
う
も

の
で
あ

る
か
を
聞

い
て
い
る
し
、
東
大

の
学
生

で
あ

っ
た
頃

に
は
、
当
時
や

は
り
同
じ
東
大
哲
学
科
選
科

に
籍

を
お
い
て
い
た
鈴
木
大
拙

に

誘
わ
れ

て
、
自

ら
も
何
度

か
鎌
倉

の
円
覚
寺

に
通

っ
た
よ
う
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
な
お
も
こ
の
間
、
西
田
は
哲
学
に
踏

み
と
ど
ま

っ
て
い
た
。

で
は
何

故

に
西
田
は
そ

の
年

に
な

っ
て
、
急

に
思

い
出

し
た
よ
う
に

「雪

門
禅
師

に
参
」
す

る
気

に
な
り
、
禅

に
よ
る
修
道

の
道
を
歩

み
始

め
た
の
か
。
そ

の
理

由

と
し

て
、
我

々
は
当
時

の
西
田

の
家
庭
的
問
題
や
職
場

の
問
題
を
思

い
浮

べ
て
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
し

か
し
、
そ
う

い

っ
た
特
殊

な
問
題

は
確

か
に

そ

の
誘
因
と
し
て
考
え
得
て
も
、
決
定
的
要

因
で
は
な

い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
考
え
ら
れ
る

こ
と
は
、
西

田
が
哲
学
を
志
し

た
最
初
か
ら
そ

の
心
底

に
隠

さ

れ

て
存
在
し

て
い
た
、
あ

の

「
人
生

の
悲
哀
、

そ
の
自
己
矛
盾
」
と

い
う
も

の
が
、
大
学
時
代

と
そ
の
後

の
苦
し

い
実
生
活

の
全
体

を
通

じ
て
、

は

っ
き

、

、

、

、

(
7

)

り
意
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が

一
層
実
存
的

に

「
自
己
存
在

の
自
己
矛
盾
」
と

い
う
鋭

い
形

に
な

っ
て
現
わ
れ

て
き
た

こ
と
、
し
か
も
こ

の
こ
と

が
、
そ

れ
ま

で
西
田

の
携
わ

っ
て
き
た
哲
学

だ
け
に
よ

っ
て
は
、
何

と
し
て
も
解
決
し
得
な

い
も

の
で
あ
る
こ
と
が
愈

々
明
確

に
な

っ
て
き
た
と

い
う

こ

　

　

　

　

　

　

　

　

と
で
あ

ろ
う
。
我

々
は

こ
の
事
態
を
、
西
田
に
お
け
る
意
識
的
自
己

(
西
田
の
場
合

は
、
主
と
し
て
知

的
自

己
)

の
挫
折

と
理
解
し

た
い
。
西
田

は
前
述

の
ご
と
く

「
人
生

の
悲
哀
」

に
包
ま
れ
て
哲

学
を
開
始

し
た
。

し
か
し
、
そ
の
悲
哀

は
究
極
す
る
と

こ
ろ

「
自
己
」

の
問
題

で
あ

っ
た
。

こ
れ
は
転
換
を
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要
す
る
問
題
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
西

田
は
依
然
と
し

て
知
的
自
己

に
と
ど
ま
り
続

け
て

い
た
。
こ

の
た
め
に
、
西

田
は
自
分
自
身

に
満
足

で
き
な
か

っ

た
し
、
ど

の
西
洋

の
哲
学
も
彼
を
決
し

て
満
足

さ
せ
る
こ
と
は

で
き
な
か

っ
た
。

い
ま
愈

々
そ

の
挫
折

の
時

が
き
た
の
で
あ

る
。

こ
の
時
点

で
西

田
に
よ

っ
て
歩
ま
れ
る

べ
き
本
道
は
、
ま
ず
真

の
自
己
を
究
明
す

べ
く
、

一
旦
哲
学
を
離
れ
て

(
こ
れ
を
放
棄
す

る
こ
と
で
は
な
い
)
、
宗
教

(禅
)
に
移

る
こ
と

に
な

る
。
哲
学
と

い
う
な
ら
、
そ
れ
は
真

の
自
己

の
確
立
さ
れ
た
立
場
か
ら
新
た
に
再
構
築

さ
れ
る
必
要

が
あ

っ
た
。
禅

が
西

田
の
そ

の
期
待

に
充
分
応

え
得

る
も

の
で
あ

っ
た

こ
と
は
、
「
余

ハ
禅
法

ヲ

〔思
想

ノ
統

一
二
達

ス
ル
〕
最

捷
径

ナ
ラ

ソ
ト
思

フ
ナ
リ
」
(明
治
三
十
二
年
、
山
本
良
吉
宛
書
簡
)
と

い
わ

れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
表

現
さ
れ
て
い
る
。

や
が

て
西

田
は
厳
し

い
禅
修
行

の
結
果
、
意

識
的
自
己

を
脱

し
、

そ
こ
か
ら
哲
学

を
復
活

さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

そ

の
最
初

の
作
品
が

『
善

の
研
究
』

で
あ

る
。

三
、
宗

教

的

関

係

西

田
に
お
い
て
宗
教
的
問
題
と
は
究
極
的
に
、
我

々
の
自
己
の
絶
対
の
無
が
有
で
あ
る
と
い
う
絶
対
的
自
己
矛
盾

で
あ

っ
た
。
我

々
の

自
己
が
絶
対
の
無
に
し
て
有
と
い
う
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
通
り
、
経
験
上
は
意
識
的
自
己
の
突
破
と
い
う
意
味
で

の
回
心
が
す
で
に
実

現
さ
れ
た
事
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
無
と
有
と
の
絶
対
矛
盾
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

真

の
回
心
は
ま
だ
遂
行
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
尤
も
西
田
個
人
の
経
験
に
即
し
て
い
え
ば
、
い
ま
や
こ
の
回
心
も
す
で
に
達
成
さ
れ

て

い
る
と
い
え
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
矛
盾
が
解
消
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
で
な
く
、
矛
盾
が
矛
盾

の
ま
ま

で
落
ち
着
く
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
い
か
に
可
能
で
あ
る
か
。
こ
の
こ
と
は
論
理
的
に
説
明
さ
れ
ね
ぱ

な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
真
の
回
心
の
事
実
に

つ
い
て
、
そ
の
論
理
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
回
心
を
そ
の
成
立
の
面
に
つ

い
て
説
明
す
る
も
の
が

「宗
教
的
関
係
」
で
あ
る
。
さ
て
宗
教
的
問
題
を
最
終
的
に
決
着
す
る
も
の
、
そ
れ
は
神
と
呼
ぼ
れ
て
き
た
。
「神

な
く
し
て
、
宗
教
と
い
う
も
の
は
な
い
。
神
が
宗
教
の
根
本
概
念
で
あ
る
」
(三
〇
〇
)
。
と
こ
ろ
で
、
西
田
に
お
い
て
神
は
ど
の
よ
う
な
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も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
「私
の
神
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
神
性

O
oヰ
げ
Φ詳
の
如
き
も
の
を
い
う

の

で
は
な
い
、
自
己
自
身
に
お
い
て
絶
対
の
否
定
を
含
む
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
で
あ
る
の
で
あ
る
」
(三
三
五
)。
こ
こ
に
は
神

(絶
対
)
に

関
す

る
、
次
の
よ
う
な
西
田
独
特
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「絶
対
と
い
え
ば
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
対
を
絶
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
単
に
対
を
絶
し
た
も
の
は
、
何
物
で
も
な
い
、
…
…
無
論
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
、
対
象
的
に
あ
る
も
の
に
対
す
る
と
な
ら
ば
、

そ
れ
は
相
対
で
あ
る
。

絶
対
で
は
な
い
。

し
か
し
ま
た
単
に
対
を
絶
し
た
も
の
と
い
う
も
の
を
絶
対
で
は
な
い
」
(三
二
六
-
七
)。

す
な

わ
ち
、
「対
せ
ず
し
て
対
し
、

対
し
て
対
せ
ず
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
絶
対
で
あ
る
。

で
は
、

こ
の
よ
う
な
絶
対
は
い
か
に
し
て
考
え

得
る
か
。
そ
れ
は
絶
対
が

「自
己
自
身
に
お
い
て
絶
対

の
否
定
を
含
む
」
仕
方
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
絶
対
が
絶
対
そ
の
も
の

の
う
ち
で
、
自
己
否
定
に
よ

っ
て
絶
対
そ
の
も
の
を
絶
対
的
に
否
定
す
る
も
の
に
対
す
る
仕
方
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
限
り
絶
対
は
絶

対
矛
盾
的
自
己
同

一
的
で
あ
る
。
西
田
が
神
を
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
と
い
う
の
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
絶
対

そ
の
も
の
の
自
己
否
定
的
肯
定
と
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
が
我
々
の
自
己
で
あ
る
。

「我

々
の
自
己
は
、
神
の
絶
対
否
定
的
自
己
媒
介

に
よ

っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
」
(三
五
一
)。

そ
れ
故
ま
た
、

我

々
の
自
己
と
絶
対
者
も
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
関
係
に
あ
る
と
い
い

得
る

(な
お
、
こ
う
し
た
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
は
絶
対
無

の
場
所
の
論
理
に
よ

っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、
絶
対
者
と
い
い
我

々

の
自
己
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
根
底
的
に
絶
対
無
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
予
め
注
意
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
)。

西

田
に
お
い
て
絶
対
者
、
お
よ
び
絶
対
者
と
我

々
の
自
己
と
の
関
係
は
、
上
記

の
ご
と
く
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
で
あ
る
が
、
こ
こ
よ

り
い
か
に
し
て
真

の
回
心
の
事
実
を
論
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
我

々
は
こ
の
こ
と
を
見
て
み
る
前
に
、
ま
ず
こ

た

　

　

　

ら

　

の
論
理
か
ら
意
識
的
自
己
に
お
け
る
回
心

の
可
能
性
が
い
か
に
説
明
さ
れ
得
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
意
識
的
自
己
の
回
心

の
可
能
性
か
ら
真

の
回
心
の
事
実

へ
が
回
心
の
論
理
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
先
に
我

々
は
西
田
の
考
え
る
絶
対
者
に
つ
い
て
、

そ
れ
を

「対
せ
ず
し
て
対
し
、
対
し
て
対
せ
ず
」
と
い
っ
た
。
こ
の
関
係
は
、
絶
対
者
と
我

々
の
自
己
と
の
関
係
i

西
田
は
こ
の
関
係
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を

「宗
教
的
関
係
」
と
呼
ぶ
ー

に
つ
い
て
い
い
得
る
こ
と
で
あ
る
が
、
「宗
教
論
」
で
は
そ
の
と
こ
ろ
が

「逆
対
応
」

と
表
現
さ
れ
て
い

る
。
我

々
は
以
下
で
、
こ
の
逆
対
応
と
い
う
こ
と
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
回
心
の
可
能
性
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

回
心
論
に
お
い
て
最
も
興
味
あ
る
問
題
は
、
そ
れ
が
い
か
に
生
起
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
学
は
そ
れ
を
神
の
恩
寵
と
い
い
、

宗
教
心
理
学
は
無
意
識
か
ら
そ
れ
を
説
明
す
る
。
西
田
で
は
、
こ
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
逆
対
応
と

い
う

こ
と
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
お
き
た
い
。
絶
対
者
が
自
己
否
定
を
介
し
て
我

々
の
自
己
に
対
す
る

こ
と
は
す
で
に
見
た

通
り
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
否
定
的
関
係
の
仕
方
は
、

我
々
の
自
己
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
「我
々
の
自
己
は
、

唯
、
死
に
よ

っ
て
の

み
、
逆
対
応
的
に
神
に
接
す
る
の
で
あ
る
」
(三
二
六
)。

す
な
わ
ち
逆
対
応
と
は
、

関
係
す
る
両
項
の
間
に
否
定
を
は
さ
ん
だ
関
係

の
意

味

で
あ
る
。
い
わ
ば
関
係
す
る
両
端
が
ま

っ
す
ぐ
直
線
的
に
対
応
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
間
が
ね
じ
れ
て
い
る
と
で
も
い
え
よ
う

か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
我

々
の
自
己
と
絶
対
者
と
の
関
係
が
そ
う
し
た
否
定
的
関
係
に
な

っ
て
お
り
、
そ
れ
が
両
者
の
本
来
的
関
係
で

あ

る
と
い
う
見
解
は
、
回
心
の
問
題
を
考
え
る
場
合
に
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
人
間
と
神
と
の
関
係
を
考
え
る
場
合
、
そ
れ
を
有

限
と
無
限
と
か
、
相
対
と
絶
対
、
あ
る
い
は
不
完
全
な
も
の
と
完
全
な
も
の
と
の
関
係
と
し
て
、
両
者
の
間
に
否
定
を
入
れ
な
い
、
た
だ

の
直
線
的
な
対
応
関
係
と
し
て
見
る
こ
と
は
、

一
応
可
能
の
よ
う
に
も
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
田
で
は

「我

々
の
宗
教
的
意

味
と
い
う
の
は
、
か
か
る
立
場
に
お
い
て
現
わ
れ
る
の
で
は
な
い
」
(三
三
七
)
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
う
し
た
立
場
は
自

己
を
肯
定
し
た
ま
ま
、
自
力
に
頼

っ
て
宗
教
的
関
係
に
入
る
こ
と
を
期
待
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と

は
、
前
節
に
お
い
て
意
識
的
自
己
の
場
合
に
つ
い
て
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
意
識
的
自
己
は
、
そ
の
根
底
に
自

己
に
対
す
る
自
信
を

潜
め
て
い
た
。
宗
教
的
問
題

(我

々
の
い
う
意
味
で
の
)
と
し
て
の
我

々
の
自
己
の
自
己
矛
盾
性
は
、
そ
の
立
場
で
は
総
じ
て
自
己
肯
定

の
上
に
成
立
し
て
い
た
か
ら
、
問
題
の
究
極
的
解
決
は
こ
の
同
じ
自
己
肯
定

の
立
場
か
ら
は
出
て
こ
な
い
道
理
で
あ
る
。
宗
教
の
道
は
差

し
当
た
り
、
徹
底
し
た
否
定
道
で
あ
る
。
宗
教
の
宗
教
た
る
本
質
的

一
面
は
こ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

「如
何
な
る
宗
教
に
も
、
自
己
否

定
的
努
力
を
要
せ
な
い
も
の
は
な
い
」
(三
四
二
)
の
で
あ
る
。
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回
心
に
と

っ
て
決
定
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
我
々
の
意
識
的
自
己
の
自
己
否
定
と
い
う

一
点
に
存
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
自
己
否
定
と

い
う
こ
と
は
、
古
来
、
宗
教
の
立
場
で
種
々
に
い
わ
れ
て
き
た

(例
え
ば
、
「放
身
捨
命
」
「放
下
」
「身
心
脱
落
」
「十
字
架
に
つ
け
る
」

等
)
が
、
そ
れ
は
端
的
に

「死
」
す
な
わ
ち

「無
と
な
る
こ
と
」
(三
二
六
)
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
何
故
に
回
心
は
我

々
の
自
己
の
死

を
必
要
と
す
る
の
か
。
こ
れ
を
西
田
の
論
理
で
説
明
す
れ
ぼ
、
そ
れ
は
ま
さ
に
我

々
の
自
己
と
絶
対
者
と
の
本
来
的
関
係

が
、
逆
対
応
的

に
な

っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
我
々
の
自
己
は
元
来
、
絶
対
者

の
自
己
否
定
的
肯
定
と
し
て
成
立
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、

我

々
の
自
己
に
は
初
め
か
ら
否
定
性
が
本
質
的
契
機
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。
多
く
の
場
合
、
こ
の
こ
と
は
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
。
我

々

の
自
己

の
肯
定
性
が
そ
の
根
底
か
ら
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
我
々
の
真

の
自
己
は
も
と
も
と
否
定
の
上
に
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ

る
以
上
、
回
心
が
成
就
さ
れ
る
た
め
に
は
是
非
と
も
我

々
の
自
己
成
立
の
根
源
に
帰

っ
て
、
我

々
の
側
で
自
己
の
否
定
性
を
反
復
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
転
回

(「絶
対
的
転
換
」)
が
遂
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

(逆
対
応
の

「逆
」
は
、
我

々
の
側
か
ら
見
て
、
こ
の
一
転

回
を
示
し
て
い
る
)。

回
心
に
際
し
て
、
我
々
の
自
己
の
自
己
否
定
が
必
然
的
で
あ
る
理
由
は
、
逆
対
応
と
い
う
こ
と
か
ら
以
上
の
よ
う

に
も
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の

一
転
回
は
い
か
に
遂
行
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
程
来
、
単
な
る
自
己
肯
定

の
立
場
で
は
回
心
の
生
起
し
な
い
こ
と

が
確
認

さ
れ
た
。
単
な
る
自
己
肯
定
の
立
場
は
、
ど
こ
か
に
確
信
す
る
自
己
を
と
ど
め
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
は
自
力

の
立
場
で
あ
る
。

回
心
は
自
力
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
自
力
を
排
し
て
他
力
に
立
た
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

「元
来
、
自
力
的
宗
教
と
い
う
も

の
が
あ
る
べ
き

で
な

い
」
(三
四
二
)。

さ
ら
に
西
田
の
場
合
に
は
、

人
間
と
絶
対
者

の
関
係
が
逆
対
応
的
に
把
握
さ
れ
、
両
者

の
直
線
的

.
過
程
的
関
係

が
否
定

さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
は
回
心
の
漸
進
的
進
行
が
否
認
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
「回
心
と
い
う
こ
と
は
、

往

々
人
が
考
え
る
如

く
に
、

相
反
す
る
両
方
向
の

一
方
か
ら
他
方

へ
と
、
過
程
的
に
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」
(三
五
〇
)。

つ
ま
り
漸
悟
的

回
心
で
は
な
く
、

頓
悟
的
回
心
が
支
持
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
二
点
よ
り
西
田
の
回
心
に
関
す
る
考
え
は
、
こ
れ
を
浄
土
真
宗
の
教
判
で
あ
る
二
双
四
重
に
従

っ

て
い
え
ば
、
他
力

の
頓
教
、
す
な
わ
ち
親
鶯
の
横
超
の
立
場
と
な
る
。
西
田
自
身
も

「
そ
れ

〔
回
心
〕
は
親
驚
聖
人
の
い
わ
ゆ
る
横
超
的
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で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(三
五
〇
)
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
る
に
問
題
は
、
他
方
で
西
田
は

「如
何
な
る
宗
教
に
も
、
自
己
否
定
的
努
力

　

　

た

を
要

せ
な
い
も
の
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
点
で
あ
る
。
「努
力
」
と
は
人
間
の
努
力
で
あ
る
以
上
、

そ
れ
は
自
力
的
で
あ
る
。

こ
の
こ

と
は
回
心
が
横
超
的
と
い
わ
れ
た
こ
と
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
回
心
に
お
い
て
自
力
と
他
力
と
は
矛
盾
概
念
で
あ
る
、
自

力
的

で
あ
る
限
り
、
他
力
は
働
か
な
い
。
ま
た
他
力
的
で
あ
る
時
、
自
力
は
死
す
る
。

一
応
こ
の
よ
う
に
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
回

心
に
お
け
る
自
力
と
他
力
と
の
関
係
如
何
と
い
う
こ
と
の
微
妙
な
問
題
を
、
西
田
が
直
接
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
問
題
と
し
て

は
出
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
お
き
た
い
。

前
節
に
お
い
て

二

旦
真
に
宗
教
的
意
識
に
目
覚
め
た
も
の
は
、
何
人
も
頭
燃
を
救
う
が
如
く
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
西
田
が
述

べ
て
い
る
の
を
見
た
が
、
回
心
に
と

っ
て
ま
ず
必
要
な
こ
と
は
、
若
き
西
田
が
自
ら
試
み
た
ご
と
く

(後
述
)、
我
々
の
自
己
否
定
的
な
決

死
の
努
力
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
限
り
、

回
心
に
は
自
力
の
要
素
が
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

聖
書

に
も

「求
め
よ
、
然
ら
ば
与
え
ら
れ
ん
」
と
有
名
な
言
葉
が
あ
る
。
「求
め
る
」

の
は
我

々
の
努
力
で
あ
る
。

し
か
し
、

い
く
ら
決
死
の
も
の

で
あ

ろ
う
と
も
、
努
力
で
あ
る
以
上
は
や
は
り
そ
れ
は
上
述
し
た
よ
う
に
、
人
間
の
も
の
、
我

々
の
も
の
で
あ
る
。
自
己
否
定
し
よ
う
と

す
る
自
力
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
我
々
の
自
己
の
み
に
よ

っ
て
自
己
を
滅
却
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
自

分
で
自
分
を
殺
し
た
と
考
え
て
み
て
も
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
自
己
が
な
お
背
後
で
生
き
て
い
る
。
自
己
否
定
と
か
自
己
滅
却
は
観

念
上

の
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
我

々
は
自
力
的
努
力
の
果
て
に
、
最
後
に
は
そ
う
い
う
努
力
を
も
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
「自
己
を
尽
し
切

っ
て
、
始
め
て
信
に
入
る
の
で
あ
る
」
(三
五
九
)
と
い
わ
れ
る
時
、
「自
己
を
尽
く
す
」
そ
う

い
う
自
己
も
切
る

こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

「入
信
は
研
ぎ
澄
し
た
る
意
志

の
尖
端
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(同
上
)
と
い
わ

れ
る
時
の

「意
志
の
尖
端
」

の
出
来
事
は
、
自
己
を
尽
く
そ
う
と
す
る
意
志
を
も
尽
く
し
切
る
、
そ
う
い
う
ぎ
り
ぎ
り

の
事
態
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
自
己
放
棄
が
自
力
か
ら
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
自
己
否
定
が
貫
徹
さ
れ
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
最
後

の
と
こ
ろ

で
我

々
の
自
己
を
越
え
た
も
の

(他
力
)
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
回
心
は

「絶
対
者
そ
の
も

の
の
自
己
限
定
と
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し
て
神
の
力
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
(三
五
三
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
で
あ
る
か
。
自
力
と
他
力
と

の
矛
盾
的
自
己
同

一
的
な
端
緒
は
ど
の
よ
う
に
し
て
切
開
さ
れ
う
る
か
。
こ
の
こ
と
を
予
め
我
々
は
予
想
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
キ
リ

ス
ト
教
で
は
、
神
か
ら
我
々
に
与
え
ら
れ
た
贈
り
物
と
す
る
考
え
か
ら
、
そ
れ
を
恩
寵
と
呼
び
、
仏
教
で
は
時
節
因
縁
と
い
う
こ
と
が
い

わ
れ

て
き
た
。
西
田
は
そ
こ
を
横
超
的
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
回
心
の
生
起
す
る
そ
の
刹
那
は
、
我

々
が
予
め
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
が
で

き
な

い
と
い
う
意
味
で
、
確
か
に
神
秘
的
で
あ
る

(西
田
は

「宗
教
論
」
に
お
い
て
、
宗
教
の
神
秘
性
を
再
三
否
定
し
て
い
る
が
、
少
な

く
と
も
上
記
の
意
味
で
は
宗
教
は
神
秘
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
)
。

逆
対
応
的
関
係
は
回
心
の
刹
那
に

つ
い
て
は
何
も
語

っ
て
い
な
い
。
だ
が
、
そ
の
関
係
か
ら
我

々
は
少
な
く
と
も
回
心
の
生
起
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
の
自
己
は
根

源
的

に
、
逆
対
応
的
に
絶
対
者
に
接
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「信
仰
は
恩
寵
で
あ
る
」
が
、
「我

々
の
自
己

の
根
源
は
、
か
か

る
神

の
呼
声
が
あ
る
の
で
あ
る
」
(三
五
三
)
と
い
わ
れ
る
。
問
題
は
我
々
が
そ
の
呼
声
を
聴

こ
う
と
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

我
々
は
根
源
的
に
選
択

の
前
に
立

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「我

々
の
自
己
は
そ
の
生
命

の
根
源
に
お
い
て
、
何
時
も
絶
対
的

一
者
と
の
、
即

ち
神
と
の
対
決
に
立

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
永
遠
の
死
か
生
か
を
決
す
べ
き
立
場
に
立

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
永
遠
の
死
か
生
か

の
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
」
(三
五
八
ー
九
)。

翻

っ
て
考
え
れ
ば
、

回
心
を
期
し
て
な
さ
れ
る
我

々
の

一
切
の
自
力
的
努
力
も
、

そ
の
観

点
か
ら
見
れ
ば
、
我

々
の
存
在
の
根
底
に
聴
か
れ
る
神
の
声
を
予
感
し
て
の
こ
と
だ

っ
た
と
い
い
得
る
だ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
自
力
的
努

力
も
回
心
の
初
発
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
こ
で
最
初

の
問
題
に
戻
る
こ
と
に
し
て
、
西
田
に
お
い
て
、
真
の
回
心
の
事
実
が
い
か
に
説
明
さ
れ
る
か
を
見
て
お
こ
う
。
回
心
は

死
即
生
と
し
て

「死
と
再
生
の
秘
事
」
と
い
い
得
る

(「秘
事
」
と
表
現
す
る
の
は
、
回
心
の
瞬
間
が
上
述
の
ご
と
く
神
秘
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
)
。

回
心
の
意
義
は
古
き
自
己
の
死
に
よ
る
新
し
き
自
己
の
誕
生
に
あ
る
。

宗
教
の
本
来
の
意
義
も
こ
こ
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
先
に
宗
教

の
本
質
的

一
面
と
し
て
、
我
々
に
お
け
る
徹
底
し
た
否
定
性
を
指
摘
し
た
が
、
こ
の
否
定
性
は
根
本
的
な
肯
定
に
転
じ
る

た
め

の
通
路
、
死
し
て
生
ま
れ
か
わ
る
た
め

の
も

の
で
あ
る
。
「我

々
の
自
己
は
絶
対
の
自
己
否
定
に
お
い
て
自
己
を
有

つ
、
自
己
自
身
の
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死
を
知
る
所
に
自
己
自
身
で
あ
り
、
永
遠
に
死
す
べ
く
生
れ
る
の
で
あ
る
」
(三
五
一
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
絶
対
の
自
己

否
定
に
し
て
肯
定
と
い
う
こ
と
は
絶
対
的
自
己
矛
盾
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
西
田
に
お
け
る
最
後

の
宗
教
的
問
題
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
問
題
の
解
決

(回
心
)
を
説
明
す
る
論
理
が
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
前
述

の
ご
と
く
、
絶
対
矛

盾
的
自
己
同

一
は
我

々
の
自
己
と
絶
対
者
と
の
間
に
成
立
し
て
い
る
が
、
両
者
の
関
係
を
主
に
相
互
否
定
的
な
関
係
と
し
て
見
た
時
に
は
、

そ
れ
は
逆
対
応
と
い
わ
れ
る
。
西
田
は
こ
の
逆
対
応
と
い
う
観
点
か
ら
、
先
の
絶
対
的
自
己
矛
盾
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち

「我
々
は
自
己
否
定
的
に
、
逆
対
応
的
に
、
い
つ
も
絶
対
的

一
者
に
接
し
て
い
る
。
而
し
て
生
即
死
、
死
即
生
的
に
、
永
遠
の

生
命
に
入
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
、
宗
教
的
で
あ
る
の
で
あ
る
」
(三
六
〇
)
。
こ
の
場
合
、
自
己
否
定
が
死
を
意
味
す
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
が
、
「絶
対
的

一
者
に
接
し
て
い
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

生
の
面
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
死
即
生
、

生

即
死
の
絶
対
的
自
己
矛
盾
は
、
西
田
に
お
い
て
我
々
の
自
己
と
絶
対
者
と
の
逆
対
応
的
関
係
を
通
し
て
説
明
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

西
田
に
お
い
て
、
回
心
の
事
実
は
以
上
の
ご
と
く
説
明
さ
れ
た
が
、
回
心
そ
の
こ
と
は
宗
教
的
問
題
の
い
か
な
る
解
決
と
な

っ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
我

々
は
す
で
に
、
西
田
に
お
い
て
回
心
が
二
重
に
な

っ
て
い
る
こ
と
に
少
し
触
れ
て
お
い
た
。
こ
こ
で
そ
の
こ
と
を
も

う
少
し
詳
し
く
述
べ
れ
ぼ
、
第

一
は
、
意
識
的
自
己
か
ら
無
的
自
己

へ
の
転
換

の
意
味
で
の
回
心
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
に
は
、
無
的
自

己
内
で
の
、
そ
れ
の
深
化
と
し
て
の
回
心
で
あ
る
。
第

一
の
回
心
と
第
二
の
回
心
と
の
関
係
は
、
回
心
自
体
の
深
化
発
展
で
あ
る
。
そ
し

て
、
い
ず
れ
の
場
合
に
際
し
て
も
、
我

々
の
自
己
存
在
の
自
己
矛
盾
と
い
う
宗
教
的
問
題
が
存
し
て
い
る
。
た
だ
、
第
二
の
回
心
に
際
し

て

の
自
己
矛
盾
が
、
死
に
し
て
生
、
生
に
し
て
死
と
い
う
そ
れ
の
極
致
を
呈
し
て
い
る
点
が
異
な

っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
矛

盾
を
矛
盾
と
見
、
そ
の
結
果
、
「自
己
の
在
処
に
迷
」
い
、

そ
れ
に
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
限
り
、
そ
れ
は
や
は
り
自
己
分
裂
し
た
立
場
で

あ
り
、
迷
い
を
脱
し
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
ま
だ
や
は
り
対
象
論
理
的
見
方
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
故
、
回
心
に
際
し
て
問

題

に
な
る
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
こ
の
対
象
論
理
的
見
方
な
の
で
あ
る
。
で
は
回
心
と
対
象
論
理
的
見
方
と
の
関
係
は
如
何
。
西
田
は

「宗

教
的
回
心
と
か
、
解
脱
と
か
い
っ
て
も
、

一
面
に
欲
求
的
に
、

一
面
に
理
性
的
な
る
、
こ
の
意
識
的
自
己
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な



い
:
…
・そ
こ
で
は
ま
す
ま
す
明
瞭
に
意
識
的
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
む
し
ろ
叡
知
的
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
の
で
あ
る
」

(三
五
〇
)
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
回
心
は
対
象
論
理
的
見
方
か
ら
ま

っ
た
く
離
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
い

(
こ
の
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
)
、

そ
う
で
は
な
く
こ
の
見
方
と
深
く
結
び

つ
い
た
対
象
の
実
体
化
、

い
わ
ゆ
る
執
着
と
か
囚
わ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ぼ
、
我
々
の
自
己
が
無
に
徹
底
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
生
の
時
は
徹
底
生
、
死

の
時
は
徹
底
死
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
矛
盾
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
矛
盾
が
矛
盾

の
ま
ま
障
り
が
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
。
生
死
即
浬
藥
、
煩
悩
即

菩
提
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
真

の
回
心
と
は
こ
う
し
た
境
地
に
至
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
西
田
に
お
い
て
回
心
と
は
、
こ
れ
を
そ
の

論
理

の
言
葉
で
い
え
ば
、
我

々
の
自
己
存
在
の
絶
対
的
自
己
矛
盾
が
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
に
転
ず
る
こ
と
で
あ
る

(
こ
の
こ
と
は
ま
た
、

我
々
の
自
己
が
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
な
る
絶
対
に
帰

っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
)
。

我
々
は
こ
こ
に
、

西
田
に
お
け
る
回
心
に
よ
る

宗
教
的
問
題
の
解
決
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

西田 におけ る回心の論理 と事例ユ7

〈
事
例

V

我

々
は
す

で
に
、
西
田
に
お

い
て
回
心
が
二
重

に
な

っ
て
い
る
の
を
見
た
が
、
西
田

の
生

涯
を
通

じ
て
は

っ
き
り
自
己
転
換
す
な
わ
ち
回
心
と
考
え
ら

れ

る
出
来
事
は
、
差
し
当
た
り
三
度
あ

っ
た
と
思

わ
れ
る
。
最
初

の
回
心
は
明
治

二
十
九
年
か
ら
三
十
年

(
西
田
、

ご
十

六
、
七
歳
)
に
か
け
て
、
第

二

回
目

は
明
治

三
十
六
年

(
三
十
三
歳
)
、

そ
し
て
第

三
回
目
は
大
正
十

二
年

(五
十

三
歳
)
で
あ
る
。
こ
れ
を
前
述
し

た
こ
と
と
比
較
し
て
考

え
れ
ば
、
第

嘱
回
目

の
回
心

は
意
識
的
自
己

の
挫
折
に
と
も
な
う
無
的
自
己

へ
の
方
向
転
換
、

第

二
回
目

の
回
心
は
無
的
自
己

の
成
立

(前
述

の
第

一
の
回
心
)
、

第

三
回
目

の
回
心

は
無
的
自
己

の
徹
底

(前
述

の
第

二
の
回
心
)

に

一
応
対
応

す
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
以
下
、
そ
れ
ら
三

つ
の
回
心
に
お
け
る
西
田

の

境
地

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

明
治

二
十
九
年
三
月

、
西
田
が

「
金
沢

へ
行
け

は
雪
門
禅
師

に
参
し

て
妙
話
を
き
か
ん
と
思
ふ
な
り
」

と
山
本
良
吉

へ
の
手
紙
で
書

き
、
明
治

三
十
年

夏

に
妙
心
寺

の
大
接
心
に
参

加
、
そ
れ
以
降
、
猛
烈
な
禅
修
行

に
打
ち
込
む

こ
と
に
な
る

こ
と
は
す

で
に
述

べ
た
。
そ

の
意
味

で
、
明
治

二
十
九
年

三
月

は
西
田

に
と

っ
て
記
念

す
べ
き
時
で
あ

っ
た
よ
う

に
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は
確
か
に
絶
対
的
自
己
転
換

と
い
う
意
味

で
の
回
心
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
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は
そ
れ
ま
で
も
西
田

の
心
底

に
聞
え
て
い
た
絶
対
者

の
呼
声

に
真
剣

に
聴
き
入
ろ
う
と
し
た
初
発

で
あ

っ
た
。

「
初
発
心
時

便
成
正
覚
」

と

い
わ
れ
る

が
、

こ

の
意
味

で
明
治

二
十
九
年

の
態
度
決
定

は
西

田
に
と

っ
て
最
初

の
回
心
で
あ

っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
回
心
ぶ

り
を
証
す
る
言
葉
が
、
早
く

も
明
治

三
十
年
頃
と
推
定

さ
れ
る
西

田
の
手
紙

の
中

に
見

い
だ
さ
れ
る
。
そ

こ
に
は
、

マ
タ
イ
伝
第

六
章

か
ら

「
汝
ら

の
中

た
れ
か
思

い
煩

い
て
身

の
長

一
尺
を
加

へ
得

ん
や
」
「
神

は
蒔

か
す
収

め
す
蓄

へ
さ
る
鳥
も
之
を
養

ふ
」
を
引
き
、
「
今

て
は
何

と
な
く
心
安

か
に
相
成
り
申
候

い
ろ
ー

不
満

に
思

い

し
事
も
顧
れ
は
己
か
心

の
い
や
し
き
を
恥

か
し
く
存
し
候
」
と
述

べ
て
い
る
(山
本
良
吉
宛
書
簡
)
。
引

用
さ
れ
て
い
る

マ
タ
イ
伝
第

六
章

二
十
六
節
、

二
十

七
節

は
絶
対
者

に
深
く
頷

い
た
も

の
の
み
が
よ
く
理
解

で
き
る
言
葉
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
西
田
が
そ
れ
を
引
き
得

た
と
い
う

こ
と

は
、
彼
が
そ

の
時
す
で

に
、

こ
れ
ま

で
自
己
だ
と
考
え
て
い
た
自
己

の
無
効
な

る
こ
と

と
と
も

に
、
自
己
否
定

の
極
み
、
却

っ
て
自
己

が
深
く

そ
こ
に
蘇
生
し

て
く
る

こ
と
を
幾

分
感
得

で
き

た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
だ
多
分

に
観
念
的
な
も

の
だ

っ
た

の
で
あ
ろ
う

。

一
層

の
精
進

が
そ
の
後

に
続
く
。

こ
の
時
期
、
西

田
に
お

い
て
哲
学

の
こ
と
が
ま

っ
た
く
忘

れ
ら

れ
た
わ

け
で
は
な

い
が

(む
し
ろ
、

片

時
も
忘

れ
ら

れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
)
、

当
時

の
西
田

の
学

に
対

す
る
基
本
的
態
度
は

「
参
禅
以

明
大
道

学
問
以
開
真
智

以
道
為
本

以
学
問
為

四
肢
」

(明
治
三
+
五
年
日
記
、
巻
末
扉
)
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
り
、
「
見

性
ま
で
は
宗
教
や
哲
学

の
事
を
考
え
ず
」

(明
治
三
十
六
年
七
月
二
十
三
日
、
日
記
)
と

い
う

の
が
西
田

の
目
ざ
す
と

こ
ろ
で
あ

っ
た
。

そ
の
修
道

の
様
子
は

「
慈

明
感
憤
錐
を
以

て
股
を
刺
す
」

(明
治
三
十
五
年
九
月
日
記
、
最
終
頁
)
を
座
右

の
銘
と
す
る
ま

こ
と
に
壮
烈
な
も

の
で
あ

っ
た
。

第

二
回
目

の
回
心

は
、
明
治
三
十
六
年

八
月

で
あ
る
。

こ
の
年

の
八
月

三
日
、
大
徳
寺
広
州
老
師
よ
り
無
字

を
許
さ
れ
た
こ
と
が
日
記

に
記
載

さ
れ
て

　

　

　

あ

た

　

　

り

あ

い
る
。
よ
く
知

れ
て
い
る
よ
う

に
、
そ
れ
は
次

の
よ
う

に
で
あ

っ
た
。
「
晩

に
独
参
無
字
を
許
さ
る
。
さ
れ
ど
も
余
甚

悦
ぼ
ず
」
。

つ
ま
り
西
田
自
身

に
と

っ
て
は
、
そ
れ
は
回
心
と
呼

べ
る
よ
う
な
体
験

で
は
な

か

っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
無
字

の
公
案

は
公
案
体
系

の
う
ち

で
も
最
も
基
本
的

な
も

の
の

一

つ
で
あ
り
、
そ
れ
故
、

そ
う
し
た
初
関

の
突
破
は
や
は
り
客
観
的

に
見

て
、
回
心
と
見
な
し

て
差
し

つ
か
え
な

い
だ
ろ
う
。
で
は
、
何
故

に
西

田
は
不
満

を

い
だ

い
た

の
で
あ

ろ
う

か
。
西
田
は
種

々
の
禅

書
を
通
じ
て
、
ま
た
幾

人
か
の
老
師

の
提
唱
を
聴

い
て
、
祖
師
た
ち

の
見
性
体

験
が
い
か
に
劇
的

に
生

起
し
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
素
晴
し

い
も

の
か
を
知

っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
。
西

田
も
祖
師

た
ち

に
な
ら

っ
て
猛
烈
に
修
行
し
た
。
し
か
し
、
無
字

を
許

さ
れ

た
時

の
西
田

の
境
涯

は
、
多
く

の
祖
師

た
ち

に
つ
い
て
語
ら
れ
、
ま
た
自
分
自
身

の
場
合
も

そ
う
あ

る
べ
き
だ
と
期
待
し

て
い
た
よ
う

な
、
酪

然
大
悟

と

い

っ
た
よ
う
な
趣
き

の
も

の
で
は
な

か

っ
た
。
自
分
で
は
不
満

足
で
あ

っ
た
。

そ
れ
で

「
余
甚
悦
ば
ず
」
と

い
う

こ
と
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ

の
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点

に

つ
い
て
・
鈴
木
大
拙

は

「
そ
う

い
う

こ
と
も
あ

る
も

の
だ
・
西
田

の
よ
う
な
理
智
的
塾

的

な
頭
脳

の
男

に
は
」
と
説
明
し
た
と
い
わ
れ
て
い
冤

こ
ζ
で
重
要
な
点
は
、
鈴
木

大
拙

に
よ

っ
て
諮
然
大
悟
底

で
な

い
回
心
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。

し
か
も
西
田
自
身
も
後
年

に
な

っ
て
、
鈴
木

の
見
解
を
首
肯
す
る
よ
う
な
発
言

を
し
て
い
る
。
森
本
孝
治

に
よ
れ
ぱ
、
彼

の
学
生
時
代

に
西
田
よ
り

「
見
性
と

か
頓
悟
と
か
直

覚
と
か
は
、

一
度

に
凡

て
が
明
か
に
な
る
も

の
ち

ゃ
な
い
・
球

が
転
ず

る
が
如
歩

し
つ

つ
局
面
が
展
開

し
て
明

か
に
見

え
ぞ

る
も

の
」
だ
と
聞
か
さ
れ
た
と
い
抱

こ
れ

に

よ
れ
ば
、
そ

の
時

に
は
西
田
も
回
心

に

つ
い
て
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
諮
然
大
悟
底

の
も
の
で
あ

る
必
要

は
な

い
こ
と
を
承
知
し
て

い
た
よ
う

に
思
わ
れ

る
。

し
か
も
、
こ

の
こ
と
は
禅

に
よ
り
熟
達
し
た
立
場

(明
治

四
十
四
、
四
年

頃

の
西
田
)

か
ら

い
わ
れ

て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
問
題

の

「
余
甚
悦
ば
ず
」

に
は
、

こ
れ
は
森
本
が
自
分

の
こ
と
と
し
て
語

っ
て
い
る

の
だ

が
、
後
年

の
西
田
か
ら
見

て
も

「
一
束

の
糸

を
斬

る
如
く

一
斬

一
切

暫

響

誓

た
る
が
菊

菱

の
言
葉
と
い
う
薔

も
な
か
・
た
と
は
い
委

い
だ
ろ
狐

そ
れ
は
と
も
か
文

明
治
三
+
六
年

の
そ
の
出
来
事
鑑

じ
て
、
西

田
は
何

か
得

る
と

こ
ろ
が
あ

っ
た
に
違

い
な

い
。
鈴
木

大
拙
も
、
先
程

の
引
用

に
続
け

て

「
し
か
し
確
か
に
掴
ん
だ
も

の
が
あ
る
に
相
違
な

い

と
思
う
。
そ
う

で
な
け
れ
ば
あ

の
よ
う
な
哲

学
は
出
て
来

な
い
」

と
述

べ
て
い
る
。
無
字
が
許
さ
れ
た
後

も
、
西
田

の
禅
修
行

は
し
ば
ら
く
同
じ
よ
う
に

続
く
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
明
ら

か
に
気
分

の
転
調
が
あ
る
。

例
え
ば
、
「
夜
に
入
り
て
奮
心

工
夫
、
世
事
毫
も
心
を
煩

〔
は
〕
せ
ず
。

外
来

の
世
事
避

け
ん
と
欲
し
て
避

く
べ
か
ら
ず
。

こ
れ
は
こ
れ
工
夫

は
工
夫

と
す
れ
ば
可
な

り
。

真

の
修
行

は
実

に
此
処

に
あ
り
」
(
明
治
三
十
八
年
七
月
二
十
日
、
日
記
)

と

い
う
記
載
に
は
、
以
前

の
よ
う
な
切
羽
詰
ま

っ
た
よ
う
な
気
分
は
見
ら
れ
ず
、

ど

こ
か
余
裕
が
感
じ
ら
れ
る
。

こ
う
し

た
こ
と
と
同
時
に
、
「
ま
Φ

の

研
究
者
と
な
ら
ん
」
(同
年
七
月
+
九
日
、
日
記
)
と
い

っ
た
記
述

に
見
ら

れ
る
ご
と
く
、
学

へ
の
新
た
な
志

も
表

明
さ
れ
始

め
る
。
学
問

へ
の
ζ
の
よ
う

な

傾
向

は
明
治
三
十
九
年
頃
に
い
よ
い
よ
は

っ
き
り
し
て
く

る
。

「
余

は
宗
教
的
修
養

は
終
身
之
を

つ
づ
け
る

積
り
だ
が
余

の
働
く
場
所

は
学
問
が
最

も
余

に
適
当
で
な

い
か
と
思
ふ
…
…
之

か
ら
又

一
ツ
思
想
を
錬
磨

し
て
見

た
い
と
思

ふ
て
居
る

で
き
る
な
ら

ば
何

か

一
冊

の
著
作

に
し
て
見

た
い
と
思
ふ
」

(明
治
三
+
九
年
頃
七
月
、
鈴
木
大
拙
宛
書
簡
)
。
「
小
生

も
年

四
十

に
近

づ
き
近
来

は
学
問
上

に
於

て
少
し
く
自

分

の
考

と
申

す
者

が
で
き
候
様

に
思
は
れ
何
卒

今

後

二
一二
十
年
斗

の
生
命

を
得

て
多
少
世

の
為

に
働
き
度
と
存
じ
居
り
候
」
(明
治
四
+
年
三
月
、
堀
維
孝
宛
書
簡
)
。
こ
れ
ら

の
記
述

か
ら
分
か
る

こ
と
は
、

意

識
的
自
己
と
し
て
挫
折

し
、

一
旦
哲
学

か
ら
離

れ
た
西

田
が
明
治

三
十

六
年

の
回
心
を
契
機
に
、
宗
教

的
問
題
解
決

の
糸

口
を

一
応

つ
か

み
、
そ

こ
か

ら
自
己

の
哲
学
を
構

築
し
よ
う

と
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。

実
際

、
「
明
治
四
十
年

の
始
め
に
な
る
と
、

既
に

『
善

の
研
究
』

の
根
幹

は
出
来
上

っ
て
い
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(
12
)

る
」

と
考
証

さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
よ
り
哲
学
者
西
田

の
生
活

が
本
格

的
に
始

ま
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
そ
う
し

て
、

こ
う
し
た
状
況

の
も
と
で
、
日

記
で
は
、
以
前
あ
れ

ほ
ど
込
ち
打
ま
れ
た
修
禅

に
関

す
る
記
事

は
少

し
ず

つ
少

な
く
な

り
、
「
打
坐
」
と
い
う
記
載

は
明
治
四
十

一
年

一
月

一
日
を
も

っ
て

最
後
と
な

っ
て
い
る
。

し
か
し
、

こ
れ

は

「
恐
ら
く
そ

こ
で
禅

の
修

行
が
止
め
ら
れ
た

の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
哲
学
上

の
思
想
が
次
第

に
形
を
得

て
く

(
13
)

る
に

つ
れ
て
、
禅

は
哲
学

の
う
ち

に
融
け
込

み
、
且

つ
禅

の
行
業

と
し
て
は
、
日
常

の
生
活
上

に
お
け

る
工
夫

に
移

っ
て
行

っ
た
も

の
と
考

へ
ら
れ
る
」
。

や
は
り
、
そ
う
考

え
て
お
く

の
が
至
当

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
西

田
に
お
い
て
真

の
回
心
と
呼
ば
れ
う
る
も

の
は
、
そ
れ
よ
り
も
ず

っ
と
後

に
起

こ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
回
心

こ
そ
真

の
回
心
だ
と

主

張
す
る

の
は
鈴
木
大
拙

で
あ
る
。
鈴
木
は
、
「
彼

〔西
田
〕
が
内
面

的
生
活

に
お

い
て
最

も
記
念

す
べ
き
年

は
大
正
十

二
年
、
彼
が
五
十
三

の
春
を
迎

へ

た
と
き
で
あ
ら
う
」

と
し
て
い
る
。
以
下
、
鈴
木

の
所
論
に
沿

っ
て
、
そ

の
と
こ
ろ
を
少

し
見

て
お
き

た
い
。
ま
ず
鈴
木
は
当
時

の
西
田

の
お
か
れ
て

い

(
15

)

た
家
庭
的

状
況

に
注

目
し
、
「
西

田
君

は
家
庭
的
に
恵

ま
れ
な
か

っ
た
」

こ
と
を
指
摘

す
る
。

年
譜

に
よ
れ
ば
、

大
正

八
年

「妻

寿
美
、
脳
溢
血
で
病
床

に

つ
く

(大
正
十

四
年
死
去
)
」
、
大
正
九
年

「
長
男
謙

、
死
去

、
享
年

二
十
二
歳
」
、
大
正
十
年

「
三
女
静
子
、
結
核
」
、
大
正
十

一
年

「
四
女
友

子
、
六

女
梅

子

チ
ウ

ス
で
入
院
」
と
続
く
。

そ
し
て
、

大
正
十
二
年

一
月

三
日

の
日
記

に
は
、
「
終
身
破

と
な

る
か
狂
に
な
る
か
岐
路
に
立

つ
て
居

る
我
子

の
行

末

を
思

ふ
も
寸
時
も
心

の
く
も
り
は
れ
る
時

は
な
い
。
人

の
世

の
楽

し
き
者
を

よ
そ

に
見

て
と
け
ん
と
も
な
き
我

心
か
な
」

と
あ

り
、
同
年

四
月

四
日
に

は
、

「
か
く

し
て
も
生
く

べ
き
も

の
か

こ
れ

の
世
に
五
年

こ
な
た
安

き
日
も

な
し
」

と
歌
わ
れ

て
い
る
。

ま

こ
と
に
当
時

の
西
田
を
取

り
ま
く
家
庭
的
環

境

に
は
、
暗
澹

た
る
も

の
が
あ

っ
た
と

い
わ
ざ

る
を
得

な
い
。

こ
う

し
た
打
ち

ひ
し
が
れ
た
窮
状
を
前
に
し
て
は
、
哲

学
的

に

「
い
く
ら
理
窟

を
並

べ
て

見

て
も
、
理
窟

は
や

は
り
そ
れ
だ
け
で
し
か
な

い
」
。

ま
た

「
月
並
型

に
幾

つ
か
の
公
案
を
透
過
し

て
も
、

何

の
役
に
も
立

た
ぬ
こ
と
が
明

か
に
な

る
。

ど
う

し
て
も
飛
躍

の
体
験
が
な
く
て
は
な
ら

ぬ
と
云
ふ
こ
と

に
な

る
の
で
あ

る
。
果
然
彼
は
懸
崖

に
手
を
撤

し
て
絶
後

に
再

び
蘇

へ
る
こ
と
に
な

つ
た
」
。

こ

の
よ
う

に
い
い
得
る
根
拠
を
鈴
木

は
、
「
我

心
深
き
底
あ

り
喜
び
も
憂

の
波
も

と
玄
か
じ
と
思

ふ
」
「
夜
も
す
が
ら
争

ひ
あ
ひ
し
鬼

と
仏

あ
く

れ
ば
同

じ

兄
弟

の
中
」
(以
上
、
二
月
二
+
日
、
日
記
)
、
「
と
に
か
く

に
思

ひ
し
事

の
跡

た
え
て
唯
春

の
日
ぞ
親
ま
れ
け
る
」
(三
旦

一百

、
日
記
)
に
表
現

さ
れ
た
西

田
の

境
涯

に
も
と
め
て
い
る
。
確

か
に
こ
れ
ら
三
首

の
歌

に
は
、
分
別

を
絶

し
た
悟

り
の
境
地
が
歌
わ
れ
て
お
り
、
こ

の
限
り
大

正
十

二
年

の
こ

の
時
期

を
、

西

田
に
お

い
て
真

の
回
心

の
起

こ

っ
た
時
期

と
考

え
る
こ
と

は
承
認

さ
れ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
我

々
は
上
記
三
首

の
歌

に
、
場
所
的
論
理

の
叙
情
的
表
現
を



(
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)

見
る
こ
と
が
可
能

で
あ

ろ
う
。
こ
の
点

に
関
し

て
鈴
木
大
拙
も
、
「
此

一
転
機

が
あ

つ
て
か
ら
彼

は
ま

た
世
界
を
見
る
目
が
違

つ
て
来

た
。
こ
れ
が
其
哲
学

に
も
影
響

せ
ぬ
こ
と
は
な

い
、
否
、
実

に
彼
が

こ
れ
か
ら

の
思
想
は
此
洞
察

を
中
軸

に
し
て
回
転
し
て
居
る
も

の
な

の
で
あ

る
。

そ
れ

で
彼

は
能
く

『
今

ま
で

の
哲
学
用
語

で
は
全
く
用
を
な
さ
な

い
も

の
が
出
て
来

た
』
と
云

つ
て
居

た
」

と
述

べ
て
い
る
。
「
場
所
」

の
論
文
が

『
哲
学
研
究
』
に
初
め
て
掲

載

さ
れ
た

の
は
、
大

正
十
五
年

六
月

の
こ
と
で
あ

っ
た
。

こ
こ
に
西
田
哲
学

の
基
礎
が
固
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
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以
上
、
西
田

の
回
心

の
経
過

を

一
応

上
述

の
よ
う
に
三
段
階

に
分

け
て
、
最
小
限

の
こ
と
だ
け
を
述
べ
る
よ
う

に
し
た
。
し
か
し
、
我

々
の
示
し
た
三

段
階

が
す

で
に
西

田
に
お
け
る
宗

教
的
経
験

の
深

ま
り

の
過
程

で
あ

っ
た
ご
と
く
、
人
間

に
お
け
る
宗
教
的
経
験

は
無
限

に
深
ま
り
ゆ
く
性
質
を
具

え
て

い
る

(「
更
に
参

ぜ
よ
三
十
年
」
)
。
「
宗
教
論
」
に
お

い
て
西
田
が
、
「
真

の
体
験

は
宗
教
家

の
事

で
あ
る
」
(
二
九
九
)
、
「
私

は
人

に
宗
教
を
説
く
資
格

あ
る

も

の
で
も
な

い
」
と
極
め
て
慎

重
な
態

度
を
と

っ
て
い
る

の
も

、
西

田
が
そ
う
し
た
宗
教

の
事
情

を
よ
く
弁

え
て
い
た
か
ら

に
外
な
ら
な

い
。

こ
の
よ
う

に
考

え
る
と
、
西
田

の
回
心

の
説
明
が
、
上

記

の
よ
う

な
指
摘

で
尽
く
さ
れ
た
と
は
到
底
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
例
え
ば
、
予
想

さ
れ
る
問
題

の

一

つ
に
、
大
正
十

二
年
を
も

っ
て
西
田

の
最
後

の
回
心
と
考

え
て
よ
い
か
ど
う
か
、
と

い
う

こ
と
が
あ
る
。
西

田
は

『
善

の
研
究
』

の

「
版
を
新

た
に
す

る

に
当

っ
て
」

(昭
和
十

一
年

)
で
、

そ
れ
ま
で

の
自
ら

の
思
想

の
展
開

に

つ
い
て
語

っ
て
い
る
が
、

西
田
哲
学

が
全
体
と
し

て
宗

教
と
密
接

な
関
係

を
も

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
大
正
十

二
年
以
降

に

つ
い
て
も
、
も
う
少
し
そ
う

い

っ
た
西
田

の
思
想
的
展
開

を
に
ら

ん
で
、
西
田

の
回
心

の
問
題

を

考

え
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
そ

の
余
裕
が
な

い
の
で
、
本
論

の
よ
り
詳
細

な
論
考
を
含
め

て
、
そ

の
こ
と
は
他

日
に
期
し

た
い
。

四
、
宗

教

的

立

場

我
々
は
こ
れ
ま
で
、
西
田
に
お
い
て
回
心
が
、
我

々
の
自
己
の
自
己
矛
盾

(宗
教
的
問
題
)
に
苦
悩
す
る
と
こ
ろ
に
始

ま
り
、
我

々
の

自
己
と
絶
対
者
と
の
逆
対
応
的
関
係

(宗
教
的
関
係
)
か
ら
、
そ
の
矛
盾
が
絶
対
的
自
己
同

一
と
し
て
解
決
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
を
見
た
。
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回
心
論
と
し
て
な
お
残
さ
れ
て
い
る
問
題
は
、
宗
教
的
問
題
が
解
決
さ
れ
た
後

の
我

々
の
自
己
の
有
り
方
で
あ
る
。
西

田
は
、
回
心
を
経

験
し

た
我

々
の
自
己
の
態
度
を

「
宗
教
的
立
場
」
と
呼
び
、
こ
れ
を

「平
常
底
」
と
い
う
独
自

の
言
葉
に
よ
っ
て
い
い
表
わ
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
回
心
の
論
理
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
我
々
の
観
点
か
ら
、
平
常
底
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

前
節
に
お
い
て
我

々
は
、
宗
教
的
問
題
が
矛
盾
の
ま
ま
で
あ

っ
て
し
か
も
矛
盾
と
は
な
ら
な
い
矛
盾
的
自
己
同

一
と
し
て
決
着
さ
れ
る

の
を
見
た
。
そ
れ
故
、
宗
教
的
立
場
と
し
て
の
平
常
底
と
は
、
矛
盾
的
自
己
同

一
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
矛
盾
的
自
己

同

一
に
お
い
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
矛
盾
と
同

一
と
が

一
如
で
あ
る
。
し
か
し
い
ま
便
宜
上
、
そ
れ
を
分
節
し
て
考
え
る
と
す
れ
ぼ
、

そ
こ
に

「矛
盾
」
と

「自
己
同

一
」
と
い
う
二
つ
の
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
、
こ
れ
ら
二
契
機

を
手
掛
か
り
に
し

て
、
宗
教
的
立
場
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず

「矛
盾
」
の
契
機
に
つ
い
て
い
う
と
、
回
心
後
に
開
か
れ
る
宗
教
的
立
場

と
は
、
矛
盾
を
超
出
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

こ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
我

々
は
こ
の
矛
盾
に
充
ち
た
現
実

の
世
界
を

一
歩
た

り
と
も
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
西
田
の
言
葉
で
い
え
ぼ
、
我

々
は

「歴
史
的
世
界
か
ら
生
れ
、
歴
史
的
世
界
に
お
い
て

働
き
、
歴
史
的
世
界

へ
と
死
に
行
く
、
歴
史
的
実
在
で
あ
る
」
(三
七
九
)
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
限
り
、
現
実
は
何
ら
回
心
前
と
変
わ
ら
な

　

い
の
で
あ
る
。

変
わ

っ
た
の
は
我

々
の
自
己
で
あ

っ
て

(そ
れ
故
に
回
心
と
い
う
)
、

回
心
に
よ

っ
て
我
々
の
自
己
は
現
実
的
矛
盾
か
ら

逃
れ
る
の
で
は
な
く
、

却

っ
て
そ
れ
に
徹
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
西
田
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「我

々
の
自
己
が
自

己
自

身
の
根
抵
に
徹
し
て
絶
対
者
に
帰
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
現
実
を
離
れ
る
こ
と
で
は
な
い
、
か
え

っ
て
歴
史
的
現
実
の
底
に
徹

す
る
こ
と
で
あ
る
。

絶
対
現
在
の
自
己
限
定
と
し
て
何
処
ま
で
も
歴
史
的
個
と
な
る
こ
と
で
あ
る
」
(三
五
四
-
五
)。

こ
の
こ
と
は
す
な

わ
ち
、
我
々
が
こ
の
矛
盾
す
る
現
実
の
世
界
に
お
い
て

「己
を
忘
れ
て
、
理
を
尽
し
、
情
を
尽
す
」
(三
五
五
)
こ
と
で
あ
り
、
「全
体
作

用
的
に
、

一
歩

一
歩
血
滴

々
地
な
る
を
示
す
」
(同
上
)
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
的
立
場
は
し
ば
し
ば
静
寂
主
義
、
隠
遁
主
義
と
し
て
批
判
さ

れ
る
。
こ
れ
は
宗
教
が
安
心
や
救
済
を
第

一
義
と
す
る
が
故
に
、
そ
こ
に
い
わ
ば
胡
坐
を
か
い
た
よ
う
な
態
度
が
時
に
見
い
だ
さ
れ
る
こ

と
か
ら
生
じ
た
誤
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実

の
矛
盾
に
無
関
心
を
装
う
態
度
は
、
真
の
宗
教
的
態
度
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
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ら
、
矛
盾
は
依
然
と
し
て
足
下
に
存
す
る
が
故
に
、
究
極
の
安
心
も
そ
こ
に
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
我

々
が
い
ま
問
題
に

し
た
点
は
、

い
く
ら
強
調
し
て
も
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ま
ず
宗
教
的
立
場
と
現
実
的
矛
盾

と
の
関
係
に
注
意

し
た
。

次
に
、
宗
教
的
立
場
に
含
ま
れ
る

「自
己
同

一
」
の
契
機
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「矛
盾
」
の
契
機
と
の
比
較
で
い
え
ば
、
宗
教
的
立
場

に
と

っ
て
こ
の
契
機

の
方
が

一
層
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し

「自
己
同

一
」
の
契
機
を
欠
く
な
ら
ば
、
宗
教
的
立
場
は
宗
教
的
立

場
で
は
な
く
な
り
、
回
心
前
の
状
態
と
何
ら
変
わ
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
回
心
は
我

々
の
自
己
の
一
転
回
で
あ
る
。
我
々
の
自

己
は

一
転
回
し
て
、
も
と
の
位
置
に
戻

っ
て
く
る
。

こ
の
限
り
現
実
は
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
回
心
は
我

々
の
自
己
の
自
己
否
定
を
介

し
た

一
転
回
で
あ
る
が
故
に
、
我

々
の
自
己
に
お
い
て
転
回
の
前
後
に
自
ら
差
異
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が

「自
己
同

=

の
契

機
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て

「矛
盾
」

の
契
機
に
つ
い
て
述
べ
た
折
、
宗
教
的
立
場
と
は
矛
盾
に
徹
底
す
る
こ
と
だ
と
い

っ
た
。
矛
盾
に
徹
底
す
る
と
は
い
わ
ば
矛
盾
を
突
き
抜
け
て
、
そ
の
底
に
出
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
矛
盾
の
真
只
中
に
身
を
置
い

て
、
し
か
も
矛
盾
か
ら
ま

っ
た
く
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
論
理
的
に
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
立
場
と
い
わ
れ
る
宗
教
的
立

場
は
、

「自
己
同

一
」
の
契
機
の
う
ち
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
自
由
な
立
場
を
開
き
出
し
て
く
る
。

西
田
は
こ
の
点
を

「私

の
平
常
底
と
い

う
の
は
…
…
自
己
転
換
の
自
在
的
立
場
」
(三
八
三
)
と
表
現
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
「我
々
の
自
由
は
絶
対
自
由
で
あ

る
」
(三
八
一
)
と

も
。
宗
教
的
立
場
は
絶
対
に
自
由
で
あ
る
故
に
、
宗
教
的
立
場
と
い

っ
て
も

「宗
教
的
」
と
い
う
何
か
特
定
の
立
場
が
あ
る
の
で
は
な
い
。

そ
う
い

っ
た
も

の
も
な
い
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

「宗
教
的
」
と
い
え
ば
、

教
団
的
あ
る
い
は
宗
派
的
な
も
の
が
想
像
さ
れ
る
か
も
知
れ

な
い
が
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
で
意
味
さ
れ
た
宗
教
的
立
場
と
は
、
そ
う
い
っ
た
も
の

一
切
か
ら
自
由
な
、
従

っ
て
も
は
や

立
場
と
も
い
え
な
い
よ
う
な
立
場
、

「立
場
な
き
立
場
」
(三
八
六
)
で
あ
る
。

す
べ
て
の
立
場
が
却

っ
て
そ
こ
か
ら
成
立
し
て
く
る
よ
う

な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
宗
教
的
立
場
は
こ
の
意
味
で
最
深
の
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
宗
教
的
立
場
は
深
底
に
と
ど
ま

っ
て

い
る
の
で
は
な

い
。
も
し
そ
こ
に
と
ど
ま
る
な
ら
、
そ
の
立
場
は
単
に
静
観
的
に
し
て
抽
象
的
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
通
り
、
宗
教
的
立
場
は
現
実
の
世
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界
の
中
で
働
く
も
の
で
あ
る
。
最
深
の
立
場
が
最
も
卑
近
な
日
常
の
行
往
坐
臥
に
即
し
て
働
く
故
に
、
そ
れ
は

「最
も
深
く
し
て
最
も
浅

い
立
場
、
最
も
大
に
し
て
最
も
小
な
る
立
場
で
あ
る
」
(三
八
四
)。
か
く
し
て
宗
教
的
立
場
は
最
も
具
体
的
な
立
場
と
な
る
。
「仏
法
無
用

功
処

祇
是
平
等
無
事

厨
尿
送
尿

著
衣
喫
飯

困
来
即
臥

愚
人
笑
我

智
乃
知
焉
」。

〈
事
例

〉

前
節
で
西
田

の
回
心

を
三
段
階

に
分
け

て
考
え
た
が
、
も
し
そ
う

す
る
こ
と
が
許

さ
れ
る
な
ら
、
宗
教
的
立
場
に

つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
回
心

の
段

階
で
そ
れ
を
考
え
て
み
る
こ
と
が

で
き

る
だ
ろ
う
。
た
だ
し

こ
こ
で
は
、
第

一
お
よ
び
第

二
回
目

の
回
心
後

の
も

の
に

つ
い
て
は
、
簡
単

に
代
表
的

な
例

を

一
つ
ず

つ
、
す
で
に
引
用

し
た
も
の
の
中
か
ら
指
摘
す
る

に
と
ど
め
、
主

に
第

三
回
目

の
回
心
後

に
示

さ
れ
た
宗
教
的
立
場
を
、
西
田

の
最
晩
年

、
丁

度

「宗

教
論
」

の
書
か
れ
た
昭
和

二
十
年

に
限
定
し

て
考
察
し
て
み
た

い
。

第

一
回
目

の
回
心
後

に
現

わ
れ
た
宗
教
的
立
場

の
例
と
し

て
は
、
明
治

三
十
年

頃

の
山
本
良
吉
宛
書
簡

(本
論
十
八
頁
)
参
照

の
こ
と
。

第

二
回
目

の
回
心
後

に
現

わ
れ
た
宗
教
的
立
場

の
例
と
し

て
は
、
明
治

三
十
八
年
七
月

二
十
日
の
日
記

(本
論
十
九
頁
)
参
照

の
こ
と
。

さ

て
西
田

は
昭
和

二
十
年

六
月

七
日
、
七
十

五
歳

で
そ

の
生
涯
を
終
え
る
が
、
そ

の

一
生

は
苦
難

の
連
続

で
あ

っ
た
と
い
う
外

は
な

い
。
と
く

に

「
宗

教
論
」

の
書

か
れ
た
昭
和

二
十
年

の
死
を
迎
え
る
ま

で
の
半
年
間

は
、
ま
さ

に
西
田

の
そ
う
し
た
人
生

を
象
徴

す
る
か
の
ご
と
く
、
そ

の
苦
難
は
我

々
の

想
像
を
絶
す

る
も

の
が
あ
る

(因
み
に
、
日
記

に
よ
れ
ば
、
「
宗
教
論
」

は
同
年

二
月
四
日
に
書
き
始
め
ら
れ
、
四
月
十

四
日
に

一
応
完
了

さ
れ

て
い
る
)
。

と
い
う

の
は
、

こ
の
時
期
を
西
田

の
最

も
悲
惨

な
時
期

と
目
さ
れ

る
大
正
十
年
前
後
と
比
較
し
て
み
て
も
、
そ

の
時

に
は
な
か

っ
た
二

つ
の
新

た
な
苦
難

の
要
因
が
、

こ
の
時

の
西
田

の
環
境
に
外

と
内

か
ら
加
わ

っ
て
き

て
い
る
。
そ
れ

は
戦
況
と
老
境
で
あ
る
。
こ

の
時

、
西
田
は
戦
局

の
最
も
悪

い
状
況
下

に
あ

っ
た
。

日
記

に
は
米
機

の
本
土
来
襲

の
こ
と
が
毎

日
の
ご
と
く
記

さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
か
ら
も
う

一
つ
は
老

い
の
問
題

で
あ
る
。
当
時

西
田
に
よ

っ

て
書

か
れ
た
書
簡

に
は
、
余
命

い
く
ば
く
も
な

い
自
ら

の
命

の
こ
と
に
し
ば

し
ぼ
触

れ
ら
れ

て
い
る
。

こ
れ
を
読
む
と
、
西
田
は
そ

の
時

す
で
に
自
ら

の

死
期

を
予
感

し
て
い
た
よ
う

に
も
思
え
る
。
戦

況
と
老
境

、
こ

の
二

つ
の
限
界
状
況

が
当
時

の
西
田
を

一
般
的
に
規

定
し
て

い
た
環
境

で
あ
る
。
こ
れ
に

加
え
て
、
西

田
は
年
老

い
て
後
も
相
変
わ
ら
ず
家
族

の
こ
と
で
苦

し
ま
ね
ば
な
ら

な
か

っ
た
。

一
月

二
日
、

西
田
は
日
記

の
中
で
、
「
人
生

は
何
時

ま
で
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も
心
配
苦
労

の
絶

え
る
事
が
な

い
、
人
生
は

ト
ラ
ジ

ッ
ク
だ
」

と
慨
嘆

し
て
い
る
。

こ
う

い
う
間
も
な
く
、
西
田
は

「
宗
教
論
」
を
執
筆
し
は
じ
め
て
十

日
目
の
二
月
十

四
日
、

長
女
弥
生

の
急
逝

に
出
会

う

こ
と
に
な
る
。

十

六
日
の
日
記

に
は
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
敵
小
型
百
数
十
機

侵
入
、
飛

つ

　

　

ぬ

ぬ

ら

　

た

ね

　

行
場
等
爆
撃
、
前
面
海
上

に
も
敵
機
攻
撃

。
砲
声

股

々
。
午
後

二
時
弥
生
葬
式

の
筈
」
。

戦
況
と
老
境

の
内

に
あ

っ
た
西

田
は
、

最
愛

の
娘

の
死
に
目
に

会
う

こ
と
は
勿
論

の
こ
と
、
葬
儀

に
参
列

す
る
こ
と
す
ら

か
な
わ
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。
そ

し
て
西
田
は
書

い
て

い
る
、
「
弥
生

の
事
は
何
と
し
て
も
思

い

出

さ
れ
無
限

の
淋

し
さ
と
深

い
悲

哀

に
沈

ん
で
居

り
ま
す

私
も
七
人

の
子
供
を
も
ち
ま
し
た
が
も
は
や
四
人
は
私

に
先
立

っ
て
逝
き
、
あ
と
三
人

に
な

り
ま
し

た

幽
子

の
死

〔
次
女
、
明
治

四
十
年
、
四
歳

で
死
去
〕
に
は
じ
め
て
子
を
失

ひ
し
悲
哀
を
味

ひ
、
弥
生

の
死

に
子

に
先
立
た
れ
し
老

人

の
悲
哀
を

　

も

た

　

　

　

　

　

知
り
ま
し
た
」
。
し
か
し
続

け
て
次

の
よ
う

に
い
う

、
「
私

は
も
う
年
老

い
て
何

も

で
き
ま
せ
ぬ

又
何
時
死

ん
で
も
よ

い

唯

私

で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ

と
お
も

ふ
仕
事
が
多
く
残
り
居
り

こ
れ
だ
け
は
で
き
る
だ
け

し
て
置

い
て
後
世
に

の
こ
し
た

い
と
お
も
ひ
居

り
ま
す
」
(
二
月
二
十
五
日
、
西
田
外
彦
宛
書
簡
)。

こ
の
書
簡

は
、
人
生

の
悲
哀

の
内

に
あ
り
な
が
ら

も
心
を
奮

い
起

こ
し

て
自
分

の
仕
事
に
打
ち
込

も
う

と
す

る
、
ま

こ
と

に

「
全
体
作
用
的
に
、

一
歩

一

歩
血
滴

々
地
な
る
」
平
常

底

の
立
場

の

一
面

を
よ
く
示

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
勿
論
、
西
田
は
戦
争

の
悲
惨

に
対
し

て
も
平
常
底
を
保

つ
こ
と
が
で
き

た
。
次

の
書
簡

に
そ
れ
を
見

る
こ
と
が

で
き

る
。
「
…
…
東
京

は
実

に
惨
憺

た
る
も

の
の
様

で
す

ご
玉
も
始
終

切
b。
㊤
が
頭
上

を
通

り
ま
す
が
爆
弾

は
落

　

　

　

　

　

も

あ

　

　

　

　

し
ま

せ
ぬ

皆

々
私
に
も
疎
開
せ
よ
と
や
か
ま
し
く
云
ひ
ま
す

が
す

べ
て
天

に
任
せ
て
ゐ
ま
す

も
う
老
先
も
短
き

こ
と
故

へ
ー
ゲ

ル
が
イ

ェ
ー
ナ
で

ナ
ポ

レ
ナ

ン
の
砲
弾
を
聞
き

つ
x
現
象

学
を
書

い
て
ゐ
た
と
い
ふ

つ
も
り

で
毎
日
決
死

の
覚

悟
を
以
て
書

い
て
ゐ
ま
す
」
(四
月
十
ご
日
、
久
松
真

一
宛
)
。
こ

こ
に
は
戦
火

が
身
近

に
迫
ろ
う
と
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

、
ど

こ
か
に
究
極

的
な
落

ち
着

き
が
感

じ
ら
れ

る
。
次

の
手

紙
は
そ

の
好
例

で
あ

る
。
「
先

日
の
夜
京
浜
西
部
を
や
ら
れ
た
時
砲
声

股

々
私

の
所

の
東
方

の
例

の
茅

の
山

の
方

の
空
が
真
紅
に
な
り
ま
し
た

ど
う
も

ひ
ど

い
世

の
中
に
な
り
ま
し
た

　

た

で

　

　

　

で

も

で

　

ぬ

　

　

ぬ

　

り

　

つ

　

た

　

　

　

　

　

　

　

ゆ

た

　

　

　

　

　

　

　

今
後

い
か
玄
な
る
か

早
く
死
ん
だ
友

人
共

が
幸

の
様

に
も
思

ひ
又

こ
ん
な
時
代
を
見
る

の
も
面
白

い
と
お
も

い
ま
す
」
(五
月

一
日
、
朝
永
三
+
郎
宛
)。

し
か
し
、
そ

の
こ
と
は
西
田
が

こ
の
戦
争

に
対

し
て
無
関
心

で
あ

っ
た
と
誤
解
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
。
例

え
ぼ
、
当
時
西
田

に
よ

っ
て
認
め
ら
れ
た
手
紙

の
幾

つ
か
は
、
彼
が

い
か
に

こ
の
戦
争

を
愚
劣

で
あ

る
と
考

え
、
か

つ
日
本

の
将
来
を
憂

え
て
い
た
か
を
我

々
に
示
し

て
い
る

(『
全
集
』
第
十
九
巻
、
書
簡

番
号
一=

一
七
、
一二

四
三
、
一
二

七
三
、
二

一
八

一
、
二

一
九
五
を
参
照
の
こ
と
)
。

西
田
は
か

つ
て

「愛
宕
山

入
る
日

の
如
く
あ

か
あ

か
と
燃
し
尽
さ

ん
残
れ
る
命
し

(大
正
+
二
年
の
作
)
と
歌

っ
た
が
、
そ

の
最
晩
年
は

こ
の
歌

の
ご
と
く
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で
あ

っ
た
。

鈴
木

大
拙
は

こ
の
歌

に
注

し
て
、
「
西
田

の

『
も
や
し

つ
く
さ
ん
』

と
す
る

の
は
、

此
頃

の
所
証
底
を
独
創

の
論
理

で
組

み
上
げ
て
見
ん
と

す
る
彼

の
努
力
を
云

ふ
の
で
あ
る
。
実
に
彼

の
余
生

は
こ
れ
に
傾

倒
せ
ら

れ
た
。
…
…
大
抵

の
人

は
自
分
で
な
す

べ
き
多
く

の
仕
事
を
そ

の
ま
ま
に
し
て

(17
)

行
く
。
存

在
が
個
己
的

で
あ
る
べ
き
条
件
を
具

へ
て
居
る
限
り
然
か
あ
る
べ
き

で
あ

ろ
う

が
、
こ
れ
を
惜
し

い
こ
と

に
思

ふ
の
も
亦
人
情

で
あ
る
」

と
述

べ
て
い
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
宗
教
的
立
場
と
は

「
絶
対
現

在

の
自

己
限
定

と
し
て
、
何
処

ま
で
も
歴
史
的
個

と
な
る

こ
と
」
で
あ
る
。
西
田
自
ら

の
最

晩
年
は
よ
く
こ
れ
を
証
示

し
得

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

五
、
お

わ

り

に

以
上
、
西
田
の

「
宗
教
論
」
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
、

一
つ
の
回
心
論
を
構
成
し
て
み
よ
う
と
試
み
て
み
た
。
最
後
に
西
田
に
お
け
る
回

心
論

の
問
題
点
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
こ
の
回
心
論
は
次

の
よ
う
な
特
色
を
具
え
て
い
る
。
第

一
に
、
そ
れ
は
西
田
と
い
う

一
個

の
体
験
者
に
基
づ
く
回
心
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
回
心
論
が
回
心
を
単
に
外
か
ら
で
は
な
く
、
内
側
か
ら

見
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
れ
の
強
み
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
も
幸
い
な
こ
と
に
、
我
々
は
そ
の
体
験
の
具
体
的
内
容
を
西
田
の
日
記
や

書
簡

、
そ
の
他
の
書
き
残
さ
れ
た
も
の
等
を
通
じ
て
多
少
と
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
従

っ
て
、
西
田
に
お
け
る
回
心
論
は
、
小
論
で
も

少
し
試
み
た
よ
う
に
、
方
法
と
し
て
手
記
資
料
法
に
道
を
開
い
て
い
る
。
第
二
に
、
そ
の
回
心
論
は
極
め
て
哲
学
的
、
論
理
的
で
あ
る
。

別
の
言
葉
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
宗
教
科
学
的
で
は
な
く
、
宗
教
哲
学
的
な
回
心
論
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
宗
教
科
学
的
な
回
心
論

が
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
従
来
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
特
定
の
宗
教
あ
る
い
は
宗
派
に
偏

っ
た
も
の
に
な
り
が
ち
で
あ
る
の
に
対
し
、

宗
教

の
い
わ
ば
源
底
に
立

っ
て
の
西
田
の
回
心
論
は
、
諸
宗
教
を
横
断
す
る
回
心
論
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
特
色
を
具
え
て
い
る
。
事
実
、

「宗
教
論
」
で
は
回
心
の
こ
と
が
禅
、
浄
土
真
宗
、
キ
リ
ス
ト
教
に
わ
た

っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
西
田
に
お
け
る
回
心
論
と
し
て
、
差

し
当

た
っ
て
以
上
の
よ
う
な
特
色
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
特
色
は
同
時
に
問
題
を
惹
起
す
る
。
第

一
の
特
色
に
つ
い
て
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ら

　

も

ら

い
え
ば
、
小
論
は
西
田
に
お
け
る
回
心
論
の
試
み
で
あ
る
。
こ
こ
に
す
で
に
回
心
論
と
し
て
の
小
論
の
限
界
が
現
わ
れ
て
い
る
。
西
田
が

諸
宗
教

の
源
底
に
立

つ
と
は
い
え
、
西
田
が
特
定
の
個
人
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
従

っ
て
、
西
田
に
お
け
る
回
心
論
に
は
西
田
の

個
性

が
そ
こ
に
反
映
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
、
西
田
が
宗
教
的
問
題
を
我
々
の
自
己
の
自
己
矛
盾
と
し
て
把
握
す
る
の
は
、
そ
の
回

心
論

の
特
色
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
把
握
の
仕
方
が
果
た
し
て
普
遍
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
改
め
て
検
討
を
要
す
る
問
題
で

あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
で
「

手
記
資
料
の
取
扱
い
に
つ
い
て
も
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
特
色
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
西
田
に
お

け
る
回
心
論
は
驚
く
ほ
ど
の
包
括
性
を
有
し
て
い
る
。
回
心
に
関
す
る
科
学
的
研
究
の
成
果
と
も
余
り
齪
齢
し
て
い
な

い
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
大
筋
に
お
い
て
そ
う
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
果
し
て
細
部
に
わ
た
っ
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
か
ど
う
か
は

問
題

で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
西
田
に
お
い
て
回
心
、
入
信
、
見
性
は
同
義
語
で
あ

っ
た
が
、
果
し
て
キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
入
信
と
、
禅
で

い
う
見
性
は
ま

っ
た
く
同
じ
も
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
は
や
は
り
問
題
と
な
ろ
う
。
以
上
、
西
田
に
お
け
る
回
心
論
の
特

色
に
却
し
て
問
題

点
を
掲
げ
て
み
た
が
、
こ
れ
は
西
田
に
お
け
る
回
心
論
の
欠
点
を
指
摘
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
特
色
は
同
時
に
問
題
を
孕
む
と
い

う
観
点
か
ら
、
問
題
点
を
述
べ
た
に
す
ぎ
な
い
。
問
題
の
な
い
も
の
は
ま
た
特
色
も
な
い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
特
色
あ
る
も
の
に
は
必

ず
問
題
が
あ
る
と
い
う
点
よ
り
す
れ
ば
、
西
田
に
お
け
る
回
心
論
に
問
題
の
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
た
だ

し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
問
題
を
視
野
に
入
れ
て
お
く
と
い
う
こ
と
は
、
今
後

の
研
究

の
課
題
と
し
て
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(未
完
)

註(
1
)

「
場
所
的
論
理

と
宗
教
的
世
界
観
」
か
ら

の
引
用
は
す

べ
て
、
岩

波
文

庫

「
西

田
幾
多
郎
哲
学
論
集
皿
」

(『自
覚

に
つ
い
て
』

上
田

閑
照
編
)

か
ら
と
し
、
以
下
に
お

い
て
も
、

こ
の
体
裁

で
本
文
中

に
示
す

こ
と
と
す
る
。

(
2
)

岩
波
文
庫
版
、
二
〇
九
頁

。

(
3
)

『
続
思
索
と
体
験

『
続
思
索

と
体
験
』
以
後
』
岩
波
文
庫
、
一
八

六
頁
。

(
4
)

な
お

『
西
田
幾

多
郎

全
集
』
第

六
巻
、

=

六
頁
も
参
照
。

(
5
)

西
田

の
書
簡
は

『
全
集
』
第
十

八
巻

(明
治

二
十
年
よ
り
昭
和

十
二
年

ま
で
の
も

の
)

と
第
十
九
巻

(昭
和
十
三
年
よ
り
昭
和

二

十
年

ま
で

の
も

の
)

に
収
め
ら
れ
て

い
る
。
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(
6
)

西
田
の
日
記

は

『
全
集
』
第
十
七
巻

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

た

(7
)

明
治

三
十
年

一
月
十

一
目
の
日
記
に

「
余
自

己
に
対

し
て
不
満

　

　

な

り
」
、
十

四
日
に
は

「
自
己
省
察

」
と
い
う
記
事
が
見
ら

れ
る
。

(
8
)

下
村
寅
太
郎

『西
田
幾
多
郎
-

人
と
思
想
』
東
海
大
学
出
版

会

、

一
九
七
七
年
、
六
五
頁
。

(9
)

下
村
寅
太
郎
編

『西
田
幾
多
郎
ー

同
時
代
の
記
録
』
岩
波
書

店
、
昭
和

四
十
六
年
、
七
頁
。

(
10
)

同
左

(11
)

「和
尚
公
案

を
許

し
た
り
と
て
自
分
に
て
不
満
足
な

れ
ば

何

の

功

も
な
し
」
(明
治
三
十
五
年
、
鈴
木
大
拙
宛
書
簡
)
と
考

え
て
い

た
西
田
は
、
そ

の
問
題
を
雪
門
禅
師
に
訴

え
、
禅
師

よ
り
そ

の
件

に
関
し
て
返
事

を
も
ら

っ
て
い
る
。

(上
田
久

『
祖

父

西

田
幾

多

郎
』
南
窓
社
、
昭
和
五
十
三
年
、

=

二

頁

参
照
)
。
こ
の
手
紙
も

そ

の
問
題
を
考
え
る
の
に
役
立

つ
が

こ
こ
で
は
割
愛

す
る
。

(
12
)

下
村

『
西
田
幾
多
郎
-

人

と
思
想
』
九
六
頁
。

(13
)

西
谷
啓
治

『
西
田
幾
多
郎
1

そ

の
人
と
思
想
』

筑
摩

書
房
、

昭
和
六
十
年

、
二
五
頁
。

(
14
)

以
下

の
引

用
は
、
『
鈴
木
大
拙
全
集
』
第
三
十
巻

、
岩
波
書
店
、

一
九
八
三
年
、

一
五
九
-

ニ
ハ
ニ
頁
に
よ
る
。

な
お
、
西
田
幾
多
郎
博
士
頬
徳
会
編

『
西
田
幾
多
郎

の
歌
』
(
昭

和
五
十
六
年
)
も
参
照
。

(
15
)

上
田
久

『
続
祖

父
西
田
幾
多
郎
』
南
窓
社
、
昭
和

五
十
八
年

、

二
七
八
ー
九
頁
。

(
16
)

西
田

の
後

期
思
想
に
関

し
て
、

こ
こ
に
は

「
主
客
未
分

な

い
し

合

一

(
二

の

一
と
し
て

一
の
内

で
二
が
消
え

て
い
る
)

の
純
粋
経

験

の
立
場
か
ら
矛
盾
的
自

己
同

一
(
二
に
し

て

一
、
一
に
し
て

二
)

の
場
所
的
論

理

へ
の
展
開

の
跡
が

は

っ
き
り
出
て

い
る
」
と
指
摘

さ
れ
て

い
る

(上
田
閑
照

「
場
所
的
論
理

と
宗
教
的
世
界
観
」
、
『
現

代

日
本
思
想
大
系
』
第

二
十

二
巻
、
筑
摩
童
旦
房
、

一
九
六
八
年

、

一
〇
六
頁
)
。
こ

の
展
開

の
時
期

を
西
田
の
経
験

に
即
し
て
、
ど

こ

に
求
め
る
か
が
問
題

に
な

る
と
思
う
。

一
つ
の
考
え
方
と
し
て
、

そ
れ
を
我

々
が
い
ま
問
題

に
し

て
大
正
十

二
年

の
回
心

の
時
期
に

想
定
で
き
る
よ
う

に
思

わ
れ
る
。

(
17
)

前
出

『
鈴
木
大
拙
全
集

』


