
は
じ
め
に

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
、
小
泉
八
雲
（L

a
fca

d
io H

ea
rn
,

一
八
五
〇
｜
一

九
〇
四
）
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
島
に
生
ま
れ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
育
ち
、
イ
ギ
リ

ス
と
フ
ラ
ン
ス
で
教
育
を
受
け
、
ア
メ
リ
カ
に
長
期
滞
在
し
、
そ
し
て
帰
化
し

て
終
生
日
本
人
と
し
て
過
ご
し
た
。
現
在
の
日
本
で
ハ
ー
ン
は
、
非
常
に
敬
愛

さ
れ
て
い
る
人
物
の
一
人
で
あ
り
、
日
本
文
化
の
紹
介
と
理
解
に
大
い
に
貢
献

し
た
人
物
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ハ
ー
ン
の
昔
話
や
怪
談
の
翻
訳
と

解
釈
に
よ
っ
て
、
西
洋
人
に
日
本
と
日
本
の
文
化
が
紹
介
さ
れ
た
だ
け
で
は
な

く
、
日
本
人
も
自
ら
の
文
化
の
伝
統
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。
周
知
の
通
り
、

日
本
の
民
俗
学
の
第
一
人
者
で
あ
る
柳
田
國
男
も
ハ
ー
ン
の
薫
陶
を
受
け
て
い

た
し
、
柳
田
の
民
俗
学
観
や
学
問
も
、
ハ
ー
ン
の
業
績
に
負
っ
て
い
る
と
こ
ろ

が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
と
言
っ
て
も
、
ハ
ー
ン
の
影
響
は
民
俗
学
や
昔
話

に
限
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ハ
ー
ン
は
日
本
の
宗
教
や
信
仰
、
精
神
生

活
に
つ
い
て
の
深
み
の
あ
る
分
析
も
多
く
残
し
て
お
り
、
宗
教
関
係
の
テ
ー
マ

が
、
ハ
ー
ン
の
全
集
の
大
半
を
占
め
て
い
る
。
ハ
ー
ン
自
身
、
日
本
を
理
解
す

る
た
め
に
、
宗
教
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
以
下
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。“Y

et w
h
ile it

﹇relig
io
n

﹈co
n
tin
u
es to b

e ig
n
o
red

 
a
n
d m

isrep
resen

ted
,
n
o rea

l k
n
o
w
led
g
e o

f Ja
p
a
n is p

o
ssib

le”

し

か
し
、
こ
の
問
題
（
宗
教
の
こ
と
）
が
い
つ
ま
で
も
無
視
さ
れ
た
り
、
誤
り
伝
え
ら

れ
た
り
し
て
い
る
間
は
、
日
本
に
対
す
る
ほ
ん
と
う
の
知
識
は
、
ぜ
っ
た
い
に
得
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い１

）
）。
日
本
を
理
解
す
る
た
め
に
、
宗
教
が
不
可
欠
な
も
の
で

あ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
ハ
ー
ン
自
身
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
彼
の
文
章
に
反

映
さ
れ
て
い
る
宗
教
観
と
信
仰
心
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
仏
教
観

十
九
世
紀
科
学
思
想
と
の
一
致
論
を
中
心
と
し
て

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
バ
ス
キ
ン
ド
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１

ハ
ー
ン
の
思
想
の
支
流

詳
し
く
言
え
ば
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
思
想
に
は
、
⑴
汎
神
論
思
想
、

⑵
仏
教
（
業
、
輪
廻
、
因
果
）、
⑶
進
化
論
思
想
（
主
に
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ

ー
の
哲
学
や
自
然
科
学
思
想
）、
そ
し
て
、
⑷
霊
界
、
つ
ま
り
、
妖
怪
や
霊
（
生

霊
、
死
霊
）
へ
の
傾
倒
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
支
流
は
ハ
ー
ン
の
全
体
的

な
宗
教
観
に
合
流
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
ハ
ー
ン
の
宗
教
観

の
す
べ
て
の
局
面
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
ハ
ー
ン
の
思
想
の
中
軸

を
な
す
仏
教
と
科
学
思
想
の
関
係
に
絞
り
た
い
と
思
う
。

ハ
ー
ン
の
知
的
、
思
想
的
形
成
は
、
ヌ
マ
・
デ
ニ
・
フ
ュ
ス
テ
ル
・
ド
・
ク

ー
ラ
ン
ジ
ュ
（N

u
m
a D

en
is F

u
stel d

e C
o
u
la
n
g
es,

一
八
三
〇
｜
一
八
八
九
）

の
『
古
代
都
市
』（L

a
 
C
ite

A
n
tiqu

e

）
に
よ
っ
て
、
大
い
な
る
影
響
を
受
け

た２
）

。
多
神
教
の
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
に
憧
れ
、
幽
霊
や
先
祖
崇
拝
が
ま
だ
健
在

で
あ
っ
た
こ
の
文
明
に
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
、
こ
の
作
品
に

描
か
れ
て
い
る
先
祖
崇
拝
も
、
死
者
へ
の
感
情
も
、
家
と
い
う
制
度
も
、
当
時

の
日
本
に
似
通
う
こ
と
に
驚
い
た３

）
。
し
か
し
、『
古
代
都
市
』
は
ハ
ー
ン
個
人

の
哲
学
や
宗
教
観
よ
り
も
む
し
ろ
、
彼
の
霊
魂
観
や
妖
怪
観
の
方
に
よ
り
影
響

が
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

ハ
ー
ン
の
考
察
は
、
仏
教
の
基
本
的
な
思
想
で
あ
る
業
（k

a
rm
a

）、
輪
廻

思
想
（reb
irth

）
、
そ
し
て
因
果
応
報
（
善
因
に
は
善
果
、
悪
因
に
は
悪
果
が
あ

る
こ
と
）
に
と
ど
ま
ら
ず
、
神
道
や
日
本
の
神
々
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
迷
信

や
信
仰
に
及
び
、
執
筆
の
対
象
と
な
っ
た
。
ハ
ー
ン
の
宗
教
観
や
思
想
に
関
し

て
は
、
も
う
一
つ
の
大
き
な
流
れ
と
し
て
、
科
学
思
想
、
特
に
、
進
化
論
や
ダ

ー
ウ
ィ
ン
（C

h
a
rles R

o
b
ert D

a
rw
im
,

一
八
〇
九
｜
一
八
八
二
）
の
理
論
に
基

づ
い
た
社
会
思
想
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
ハ
ー
ン
は
彼
が
理
解
し
た
東
洋
思
想

（
主
に
仏
教
思
想
の
業
や
輪
廻
）
と
進
化
論
、
遺
伝
、
そ
し
て
適
者
生
存
の
理
論

と
を
相
互
に
当
て
嵌
め
よ
う
と
し
な
が
ら
、
東
西
思
想
と
の
新
し
い
融
合
を
目

指
し
た
。
こ
れ
は
ハ
ー
ン
の
思
想
の
大
き
な
特
徴
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
大
雑
把
に
言
え
ば
、
ハ
ー
ン
は
仏
教
を
大
き
く
二
つ
に
分
類
し
て
い

る
。
庶
民
の
迷
信
や
現
世
利
益
の
仏
教
と
、
彼
が
言
う“H

ig
h
er
 
B
u
d
d
-

h
ism

,”

（
直
訳
す
る
と
、
高
尚
な
仏
教
）
と
に
区
別
を
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
。

ハ
ー
ン
の
日
本
語
へ
の
翻
訳
者
で
あ
る
平
井
呈
一
氏
は
、
ハ
ー
ン
の

“H
ig
h
er B

u
d
d
h
ism

”

を
「
大
乗
仏
教
」
と
翻
訳
し
た
が
、
こ
の
訳
が
適
切

か
ど
う
か
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ハ
ー
ン
が
よ
く“H

ig
h
er

 
B
u
d
d
h
ism

”

と
し
て
取
り
上
げ
る
仏
教
思
想

業
、
輪
廻
、
因
果
法
、
縁

起
法
な
ど

は
、
小
乗
仏
教

正
確
に
は
、
上
座
部
｜T

h
era

v
a
d
a

｜
）
に
も
見

ら
れ
る
も
の
だ
し
、
そ
の
思
想
に
中
心
的
位
置
を
占
め
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、

大
乗
仏
教
の
な
に
よ
り
の
特
色
で
あ
る
超
自
然
の
仏
や
菩
薩
、
極
楽
往
生
思
想

な
ど
を
、
ハ
ー
ン
は
、
む
し
ろ
迷
信
や
庶
民
の
信
仰
の
範
疇
に
入
る
と
見
な
し

て
い
た１

）
。

来
日
す
る
以
前
か
ら
、
ハ
ー
ン
は
仏
教
の
形
而
上
学
と
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ

ン
サ
ー
（H

erb
ert S

p
en
cer,

一
八
二
〇
｜
一
九
〇
三
）
の
哲
学
に
惹
か
れ
、
両
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方
と
も
合
理
的
で
、
理
性
に
基
づ
い
た
点
に
お
い
て
、
一
致
す
る
も
の
で
あ
る

と
見
て
い
た５

）
。
超
自
然
的
な
存
在
、
つ
ま
り
、
菩
薩
や
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る

思
想
な
ど
を
信
じ
込
め
な
か
っ
た
ハ
ー
ン
は
、
そ
の
よ
う
な
信
仰
を
レ
ベ
ル
の

低
い
も
の
と
し
て
理
解
し
た
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
ハ
ー
ン
の
仏
教
に
対
す

る
イ
メ
ー
ジ
に
沿
っ
た
解
釈
に
過
ぎ
ず
、
彼
の
理
解
不
足
と
も
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
こ
の
時
代
の
産
物
で
あ
り
、
ハ
ー
ン
に

限
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
十
九
世
紀
後
半
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
達

は
、
セ
イ
ロ
ン
（
現
在
の
ス
リ
ラ
ン
カ
）
が
正
統
仏
教
の
最
後
の
砦
だ
と
考
え

て
お
り
、
パ
ー
リ
語
で
書
か
れ
た
経
典
（
パ
ー
リ
語
聖
典
）
に
の
み
、
歴
史
上

の
人
物
で
あ
る
釈
迦
の
本
当
の
教
え
が
存
在
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
た
。
当

時
、
こ
の
理
論
を
進
め
た
の
は
、
セ
イ
ロ
ン
滞
在
の
イ
ギ
リ
ス
の
公
務
員
で
あ

っ
た
ト
ー
マ
ス
・
リ
ズ
・
デ
ー
ビ
ッ
ズ
（T

h
o
m
a
s R

h
y
s
D
a
v
id
s,

一
八
四
三

｜
一
九
二
二
）
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
パ
ー
リ
語
文
献
協
会
で
あ
っ
た
。
こ
の

協
会
は
、
そ
の
仕
事
の
一
環
と
し
て
、
世
界
中
の
パ
ー
リ
語
聖
典
の
シ
ュ
ロ
の

葉
の
写
本
を
収
集
し
、
英
訳
し
た
。
リ
ズ
・
デ
ー
ビ
ッ
ズ
と
パ
ー
リ
語
文
献
協

会
は
、
実
在
し
た
ゴ
ー
タ
マ
仏
（
釈
迦
）
の
純
粋
仏
教
は
セ
イ
ロ
ン
や
南
ア
ジ

ア
に
し
か
存
在
し
な
い
と
し
、
そ
の
「
南
方
の
仏
教
」
を
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

仏
教
」
と
呼
び
、
科
学
的
、
合
理
的
、
道
理
的
な
も
の
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し

て
、「
北
方
の
仏
教
」（
大
乗
仏
教
）
は
、
迷
信
と
聖
職
者
の
政
略
に
よ
っ
て
堕

落
し
た
雑
種
体
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
よ
う
に
、
儀
式
形
式
化
さ

れ
、
聖
人
と
同
じ
く
、
菩
薩
の
仲
介
に
頼
り
、
聖
職
者
に
支
配
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
設
定
し
た６

）
。
パ
ー
リ
語
文
献
協
会
の
研
究
成
果

は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
編
『
東
方
聖
典
叢
書
』
と
し
て
出
版
さ
れ
て
お

り
、
ハ
ー
ン
は
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

２

汎
神
論
者
と
し
て
の
ハ
ー
ン

小
さ
い
時
か
ら
、
大
叔
母
（S

a
ra
h H

o
lm
es B

ren
a
n
e,

一
七
九
三
｜
一
八
七

一
）
が
ハ
ー
ン
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
を
押
し
付
け
よ
う
と
し
た
が
、
自
由
思

想
家
で
あ
っ
た
ハ
ー
ン
は
固
く
拒
否
し
た
。
こ
の
時
か
ら
ハ
ー
ン
は
変
わ
っ
た

も
の
、
禁
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
に
強
く
惹
か
れ
る
傾
向
を
見
せ
て
い
た
。
こ
の

と
き
の
こ
と
を
彼
は
回
想
し
て
い
る
。

“

…I h
a
v
e
 
p
led
g
ed
 
m
e
 
to
 
th
e

 
w
o
rsh

ip o
f th

e O
d
d
,
th
e Q

u
eer,

th
e S

tra
n
g
e,
th
e E

x
o
tic,

a
n
d th

e
 

M
o
n
stro

u
s”

変
わ
っ
た
も
の
、
奇
妙
な
も
の
、
不
可
思
議
な
も
の
、
エ
ク
ゾ
チ

ッ
ク
な
も
の
、
そ
し
て
奇
怪
な
も
の
へ
の
崇
拝
を
自
ら
に
誓
っ
た７

）
）
。
十
五
歳
の
頃

に
は
、
大
叔
母
が
雇
っ
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
家
庭
教
師
の
教
え
や
戒
め

に
耳
を
傾
け
な
か
っ
た
と
い
う
。
ハ
ー
ン
自
身
、
自
分
が
汎
神
論
者
に
な
っ
た

き
っ
か
け
は
、
そ
の
家
庭
教
師
に
汎
神
論
は
邪
教
で
あ
る
と
警
告
さ
れ
た
か
ら

だ
、
と
述
べ
て
い
る
。

少
年
の
こ
ろ
、
草
の
な
か
に
仰
向
け
に
寝
こ
ろ
ん
で
、
夏
の
青
い
空
を
じ

っ
と
見
つ
め
な
が
ら
、
あ
あ
、
自
分
も
あ
の
な
か
へ
溶
け
こ
ん
で
し
ま
い

た
い
な
あ
！

あ
の
青
い
空
の
一
部
分
に
自
分
も
な
っ
て
し
ま
い
た
い
な
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あ
！

と
思
っ
た
こ
と
を
、
わ
た
く
し
は
今
で
も
憶
え
て
い
る
。
少
年
の

こ
ろ
の
こ
う
し
た
わ
た
く
し
の
空
想
に
は
、
信
心
ぶ
か
か
っ
た
当
時
の
家

庭
教
師
に
、
当
人
の
知
ら
な
い
責
任
が
あ
る
と
、
わ
た
く
し
は
信
じ
て
い

る
。
な
に
か
夢
み
た
い
な
、
た
わ
い
も
な
い
こ
と
を
わ
た
く
し
が
尋
ね
た

の
で
、
そ
の
教
師
は
、
自
分
が
考
え
て
い
る
「
汎
神
論
の
馬
鹿
々
々
し
さ

と
不
正
な
こ
と
」
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
お
か
げ
で
、
当
時
十
六
歳
の

ま
だ
若
い
す
な
お
な
年
頃
だ
っ
た
わ
た
く
し
は
、
さ
っ
そ
く
汎
神
論
者
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
わ
た
く
し
の
想
像
は
、
わ
た
く
し
に
大
空
を

運
動
場
に
し
た
い
と
思
わ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、

こ
の
自
分
が
大
空
に
な
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
し
む
け
た
の
で
あ
っ
た８

）
。

こ
の
若
さ
で
、
ハ
ー
ン
は
押
し
付
け
ら
れ
た
、
排
他
的
な
宗
教
の
一
切
を
否

定
し
、
自
分
の
良
心
、
感
受
性
に
従
っ
て
、
神
や
心
が
森
羅
万
象
の
あ
ら
ゆ
る

存
在
に
宿
っ
て
い
る
と
見
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
仏
教
の
「
縁
起

法
」

D
ep
en
d
en
t o

rig
in
a
tio
n

）
と
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
。
汎
神
論
思
想
は

「
神
」
や
「
心
」
の
存
在
が
宇
宙
の
す
べ
て
を
貫
く
こ
と
で
、
一
体
感
を
表
す

点
に
お
い
て
「
縁
起
」
に
似
通
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
持
っ
て
い
る
。
縁
起
は
、

す
べ
て
の
現
象
は
無
数
の
原
因
や
条
件
が
相
互
に
関
係
し
あ
っ
て
成
立
す
る
点

で
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
お
互
い
に
依
存
し
、
お
互
い
に
繫
が
っ
て
い
る
と
い
う

意
味
で
一
体
で
あ
る
と
説
く
。

ハ
ー
ン
も
全
部
が
繫
が
っ
て
い
る
こ
と
、
す
べ
て
の
も
の
は
一
つ
で
あ
る
こ

と
を
主
張
し
た
。
の
ち
、
ハ
ー
ン
は
自
分
に
と
っ
て
の
仏
教
の
よ
り
深
い
意
味

に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。：

F
o
r th

e B
u
d
d
h
a o

f th
e d

eep
er B

u
d
d
-

h
ism
 
is n

o
t G

a
u
ta
m
a
,
n
o
r y
et a

n
y o

n
e T

a
th
a
g
a
ta
,
b
u
t sim

p
ly th

e
 

d
iv
in
e in m

a
n
.
C
h
ry
sa
lid
es o

f th
e in

fin
ite w

e a
ll a

re:ea
ch co

n
ta
in
s

 
a g

h
o
stly B

u
d
d
h
a
,
a
n
d th

e m
illio

n
s a
re b

u
t o
n
e.

（
高
尚
な
仏
教
の
仏
陀

は
、
ゴ
ー
タ
マ
で
は
な
い
。
ま
た
、
ど
ん
な
如
来
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
、

人
間
の
心
の
な
か
に
あ
る
仏
性
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
と
ご
と
く
み
な
、
無
限

無
窮
の
蛆
虫
で
あ
る
。
そ
の
蛆
虫
は
、
ど
れ
に
も
そ
の
な
か
に
霊
的
仏
陀
を
宿
し
、

百
千
万
億
、
す
べ
て
の
衆
生
は
み
な
一
体
で
あ
る
）。

明
治
期
の
時
勢
と
い
え
ば
、
啓
蒙
思
想
が
有
力
と
な
っ
て
い
た
が
、
明
治
二

十
年
以
降
、
ロ
マ
ン
主
義
も
次
第
に
顕
著
に
な
っ
た
。
そ
の
中
心
的
な
要
素
は
、

啓
蒙
主
義
・
進
化
論
と
結
び
つ
い
た
科
学
的
合
理
性
、
個
人
の
内
的
体
験
を
お

も
ん
じ
る
こ
と
で
あ
る９

）
。
こ
れ
ら
の
表
現
の
一
つ
の
場
が
一
八
九
三
年
の
シ
カ

ゴ
・
コ
ロ
ン
ブ
ス
世
界
博
覧
会
で
あ
っ
た
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の
科
学
思
想
と
、
ミ

ュ
ー
ラ
ー
の
ロ
マ
ン
主
義
に
基
づ
い
た
「
科
学
的
宗
教
学
」

th
e
 
scien

tific
 

stu
d
y o

f relig
io
n

）
と
が
十
九
世
紀
末
に
流
行
し
て
い
た
二
つ
の
流
れ
で
あ
る10

）
。

ハ
ー
ン
も
ま
た
こ
の
二
つ
の
風
潮
に
強
く
影
響
を
受
け
、
と
も
に
彼
の
思
想

の
欠
か
せ
な
い
要
素
と
な
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
じ
く
、
日
本
の
ロ
マ
ン
主

義
も
啓
蒙
思
想
へ
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
、
啓
蒙
思
想
の
理
性
と
科
学
万

能
思
想
に
対
立
し
て
、
感
情
と
理
想
化
さ
れ
た
自
然
力
に
重
点
を
置
い
た
。
当

時
の
思
想
体
系
の
動
揺
に
よ
り
、
宗
教
、
哲
学
、
迷
信
、
そ
し
て
科
学
に
お
け
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る
新
し
い
位
置
づ
け
と
定
義
づ
け
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
さ
ら
に
展
開
す
れ
ば
、
宗
教
は
不
合
理
で
あ
っ
て
一
種

の
よ
り
高
度
の
迷
信
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
科
学
は
合
理
的
で
、
理
性
と

時
代
向
上
精
神
に
適
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
宗
教
と
科
学
だ
け
で

す
べ
て
の
思
想
や
信
仰
の
諸
々
の
形
を
網
羅
す
る
と
は
い
え
な
い
。
汎
神
論
思

想
は
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な

論
争
が
発
生
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
汎
神
論
思
想
を
め
ぐ
っ
て
、
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
・
ヤ
コ
ー
ビ
（F

ried
rich Ja

co
b
i,

一
七
四
三
｜
一
八
一
九
）
と
モ
ー
ゼ
・
メ

ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
（M

o
ses M

en
d
elsso

h
n
,

一
七
二
九
｜
一
七
八
六
）
は
正
反
対

の
結
論
に
到
達
し
た
。
ヤ
コ
ー
ビ
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
を
は
じ
め
て
作

っ
た
人
で
、
神
は
す
べ
て
に
内
在
し
て
い
る
と
唱
え
る
汎
神
論
は
、
啓
蒙
思
想

期
の
理
性
崇
拝
に
基
づ
き
、
そ
の
唯
物
論
的
な
と
こ
ろ
に
必
ず
無
神
論
を
導
入

せ
ざ
る
を
得
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
、
汎

神
論
が
有
神
論
に
等
し
い
と
訴
え
た
。
確
か
に
、
自
然
の
偉
大
さ
と
神
が
同
質
、

同
等
、
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
点
で
は
、
汎
神
論
思
想
は
ロ
マ
ン
主

義
に
共
通
す
る
要
素
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
合
理
と
理
性
を
中
心
と
す
る
啓
蒙
思

想
の
枠
外
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
ハ
ー
ン
の
思
想
に
は
、
き
れ
い
に
分
類
で

き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
汎
神
論
を
信
じ
て
い
た
り
、
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
で
あ
っ

た
り
す
る
と
同
時
に
、
啓
蒙
思
想
を
堅
く
支
持
し
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
い
わ
ゆ
る

虚
無
的
な
思
想
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
問
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
啓
蒙
思
想
、
つ
ま
り
理
性
、
科
学
と
、
ロ
マ
ン
主
義

が
唱
え
て
い
る
自
然
の
偉
大
さ
、
感
情
、
そ
し
て
直
感
に
よ
る
啓
示
や
閃
き
と

は
、
か
な
ら
ず
相
反
す
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

３

ハ
ー
ン
と
仏
教
と
の
出
会
い

ハ
ー
ン
の
中
で
、
仏
教
思
想
へ
の
関
心
が
芽
生
え
た
の
が
い
つ
か
ら
な
の
か

は
、
は
っ
き
り
と
摑
み
難
い
。
カ
ー
ル
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
（C

a
rl Ja

ck
so
n

）
氏

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
ー
ン
の
東
洋
思
想
や
宗
教
に
対
す
る
関
心
は
、

知
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
彼
独
自
の
も
の
で
も
あ
る
。
彼
は
生
涯
、
真

理
の
探
求
者
と
し
て
様
々
な
宗
教
や
思
想
を
試
着
し
、
自
ら
の
肌
に
合
う
も
の

を
求
め
続
け
て
き
た
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
生
ま
れ
育
ち
、
十
五
歳
で
汎
神

論
者
だ
と
自
ら
名
乗
り
、
そ
の
後
、
仏
教
に
熱
中
し
、
そ
し
て
、
や
が
て
ス
ペ

ン
サ
ー
主
義
を
標
榜
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
知
的
な
レ
ベ
ル
で
は
進
化
論
と
不

可
知
論
を
固
く
信
じ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
心
の
中
は
汎
神
論
で
あ
り
、

グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
者
で
も
あ
っ
た11

）
。

一
八
七
九
年
に
ハ
ー
ン
は
ニ
ュ
ー
・
オ
ー
リ
ン
ズ
の
新
聞
に
、
エ
ド
ウ
ィ

ン
・
ア
ー
ノ
ル
ド
（E

d
w
in
 
A
rn
o
ld
,

一
八
三
二
｜
一
九
〇
四
）
の
名
作T

h
e

 
L
igh
t of A

sia

『
ア
ジ
ア
の
光
』）
の
批
評
を
書
い
た
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、

益
々
仏
教
へ
の
関
心
が
募
る
一
方
と
な
る
。
友
人
の
一
人
Ｗ
・
Ｄ
・
オ
・
コ
ー

ナ
ー

W
.D
.
O
’C
o
n
n
o
r

）
宛
の
書
簡
で
は
次
の
よ
う
に
仏
教
を
絶
賛
し
て
い
る
。

ア
ー
ノ
ル
ド
の
『
ア
ジ
ア
の
光
』

“L
ig
h
t o

f A
sia
”

の
素
晴
ら
し
い
新
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版
を
御
覧
に
な
り
ま
し
た
か
？

そ
れ
は
私
を
魅
惑
し
ま
し
た

妙
に

新
し
い
美
し
い
礼
拝
の
香
料
で
私
の
心
を
薫
ら
し
た
よ
う
で
す
。
畢
竟
、

或
る
秘
密
な
形
式
の
仏
教
が
未
来
の
宗
教
と
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
。
遊

牧
の
民
か
ら
文
化
人
へ

数
限
り
の
な
い
野
獣
の
形
を
通
し
て
蛆
か
ら

王
へ
の
広
大
な
進
化
に
転
生
の
循
環
が
実
際
に
証
拠
立
て
ら
れ
て
い
ま
せ

ぬ
か
？

凡
て
近
代
哲
学
の
傾
向
は
眼
に
見
え
る
物
は
眼
に
見
え
な
い
神

の
流
出
で
あ
り
、
一
つ
の
迷
想
で
あ
り
至
高
の
夢
の
創
造
か
、
或
は
そ
の

夢
の
影
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
古
代
印
度
人
の
教
え
を
認
容
す
る
方
へ
向
っ

て
来
て
い
ま
せ
ぬ
か
？

…
最
後
に
、
こ
の
相
互
関
係

動
物
と
人
間

の
同
胞
関
係
を
私
達
に
承
服
さ
せ
る
た
め
の
ロ
マ
ネ
ス
ヴ
ィ
ニ
ヨ
リ
の
努

力
は
ゴ
ー
タ
マ
に
依
っ
て
予
想
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
真
人
が
東
洋
の
信
仰

を
説
く
事
に
依
っ
て
西
洋
の
全
宗
教
界
を
今
根
本
的
に
改
造
す
る
事
が
出

来
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
考
え
を
私
は
有
っ
て
い
ま
す12

）
。

そ
し
て
、
ニ
ュ
ー
・
オ
ー
リ
ン
ズ
滞
在
時
（
一
八
八
〇
年
頃
）
か
ら
益
々
仏

教
に
傾
倒
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
説
が
有
力
で
あ
る13

）
。
当
時
、
マ
ッ
ク

ス
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
（F

rielrich M
a
x M

u
ller,

一
八
二
三
｜
一
九
〇
〇
）
の
編
纂

し
た
『
東
方
聖
典
叢
書
』
の
翻
訳
が
出
て
、
多
く
の
西
洋
人
に
仏
教
思
想
が
紹

介
さ
れ
た
。

ハ
ー
ン
の
信
仰
の
中
で
、
仏
教
思
想
が
主
流
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
の
時
期

に
、
彼
は
勤
め
て
い
た
「
タ
イ
ム
ズ
・
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
」
紙
に
よ
く
投
稿
し
て

い
た
Ａ
・
Ｃ
・
ダ
ン
ロ
（A

.C
.
D
u
n
ro

）
の
甥
で
あ
る
オ
ス
カ
ー
・
ジ
ェ
リ

ー
・
ク
ロ
ズ
ビ
ー
（O

sca
r Jerry

 
C
ro
sb
y

）
か
ら
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
第
一
原

理
』

F
irst P

rin
cip
les

）
を
勧
め
ら
れ
、
そ
れ
を
読
破
し
、
す
っ
か
り
ス
ペ
ン

サ
ー
の
総
合
哲
学

S
y
n
th
etic P

h
ilo
so
p
h
y

）
の
虜
に
な
っ
た
。
そ
の
出
会
い
か

ら
、
ハ
ー
ン
の
人
生
観
や
世
界
観
が
一
変
し
た
。
友
人
で
あ
る
ク
レ
ビ
エ
ル
宛

の
手
紙
に
次
の
よ
う
に
自
分
の
気
持
ち
を
表
し
た
「
今
ま
で
の
自
分
の
東
洋
哲

学
の
研
究
は
、
ま
っ
た
く
時
間
の
浪
費
だ
っ
た
。」
と14

）
。

し
か
し
、「
東
洋
哲
学
」
の
範
疇
に
収
ま
る
仏
教
に
対
す
る
関
心
が
消
え
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
益
々
熱
心
に
仏
教
思
想
（
主
に
仏
教
の
因
果
・

輪
廻
思
想
と
進
化
論
思
想
）
と
科
学
と
の
思
想
上
の
一
致
や
調
和
に
努
め
る
よ

う
に
な
っ
た
。

４

ハ
ー
ン
の
仏
教
観

ハ
ー
ン
の
全
作
品
の
大
半
は
宗
教
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
そ
し
て
、
彼
自

身
、
日
本
を
理
解
す
る
た
め
に
、
日
本
の
宗
教
や
信
仰
を
考
察
す
る
必
要
を
認

め
た
が
、
自
ら
の
信
仰
心
は
そ
れ
ほ
ど
厚
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、

教
義
や
硬
い
定
説
に
溢
れ
る
組
織
化
さ
れ
た
宗
教
を
生
涯
固
く
拒
否
し
た
。
ハ

ー
ン
は
自
ら
述
べ
て
い
る
。「
私
は
『
信
仰
』
と
か
ド
グ
マ
と
か
い
う
も
の
を

少
し
も
信
じ
て
い
な
い
こ
と
は
ご
存
知
の
通
り
で
す15

）
。」

ア
メ
リ
カ
滞
在
期
か
ら
ハ
ー
ン
の
仏
教
に
関
す
る
興
味
が
芽
生
え
、
日
本
に

着
い
て
か
ら
、
そ
れ
は
益
々
顕
著
に
な
っ
た
。
終
生
、
彼
の
仏
教
に
対
す
る
基
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本
的
な
姿
勢
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
哲
学
上
の
信
者
で
は
あ
っ
て
も
、

信
仰
者
で
は
な
か
っ
た
。
外
国
人
と
し
て
、
明
治
時
代
の
日
本
学
の
第
一
人
者

で
あ
る
ベ
ー
シ
ル
・
ホ
ー
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（B

a
sil H

a
ll C

h
a
m
b
erla

in
,

一
八
五
〇
｜
一
九
三
五
）
宛
の
書
簡
の
中
で
、
い
ず
れ
の
宗
教
で
あ
っ
て
も
そ

の
教
徒
に
は
な
れ
な
い
が
、
も
し
自
分
に
と
っ
て
信
仰
が
可
能
な
も
の
が
あ
る

と
し
た
ら
、
そ
れ
は
仏
教
に
ち
が
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

If it w
ere

 
p
o
s-

sib
le fo

r m
e to a

d
o
p
t a fa

ith
,
I sh

o
u
ld a

d
o
p
t it

﹇B
u
d
d
h
ism

16
）

﹈.

）
ま
た
、
彼

が“M
y F

irst D
a
y in th

e O
rien

t”
「
極
東
第
一
日
」
と
し
て
、
日
本
に
到

着
し
て
最
初
の
一
日
の
印
象
を
書
き
と
め
た
も
の
が
、
数
年
後
「
日
本
瞥
見

記
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
（G

lim
pses of

 
U
n
fam

iliar
 
Japan

に
収
録
）
と
し
て

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
ハ
ー
ン
は
お
寺
を
訪
ね
、
若
い
寺
僧
と
次
の

よ
う
な
対
話
を
し
て
い
る
。

「
あ
な
た
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。」（
僧
侶
）

わ
た
く
し
は
正
直
に
答
え
る
。

「
い
い
え
。」（
ハ
ー
ン
）

「
仏
教
徒
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
。」

「
そ
う
い
う
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。」

「
仏
教
の
信
者
で
お
い
で
で
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
御
喜
捨
を
な
さ
る
の

で
す
か
。」

「
わ
た
し
は
釈
迦
の
教
え
の
美
し
い
こ
と
と
、
そ
の
教
え
を
奉
じ
て
い
る

人
た
ち
の
信
仰
を
尊
敬
し
ま
す
か
ら
。」

「
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
に
も
、
仏
教
徒
は
お
り
ま
す
か
。」

「
す
く
な
く
と
も
、
仏
教
哲
学
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
も
の
は
た
く
さ
ん

い
ま
す
ね17

）
。」

ハ
ー
ン
の
仏
教
に
対
す
る
関
心
は
、
仏
教
の
奥
深
い
教
学
や
計
り
知
れ
な
い

哲
学
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
西
洋

の
文
化
や
宗
教
か
ら
逃
亡
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
、
そ
の
関
心
を
育
て
た
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ハ
ー
ン
が
た
だ
新

奇
を
求
め
る
が
ゆ
え
に
、
仏
教
に
惹
か
れ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。

上
記
の
対
話
と
殆
ど
同
じ
時
期
に
シ
カ
ゴ
・
コ
ロ
ン
ブ
ス
世
界
博
覧
会
（
一

八
九
三
）
が
開
催
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
博
覧
会
で
は
東
西
の
宗
教
史
上
の
画
期

的
な
一
齣
が
あ
っ
た
。「
万
国
宗
教
会
議
」
が
開
か
れ
、
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
人

に
大
乗
仏
教
を
紹
介
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
日
本
側
の
注
目
す
べ
き
二
人

の
参
加
者
は
、
臨
済
宗
の
僧
で
あ
る
釈
宗
演

一
八
五
九
｜
一
九
一
九
）
と
そ
の

弟
子
の
鈴
木
大
拙

一
八
七
〇
｜
一
九
六
六
）
で
、
大
拙
は
後
に
西
洋
へ
の
禅
の

紹
介
者
の
第
一
人
者
に
な
る
人
物
だ
っ
た
。
当
時
、
仏
教
が
高
く
評
価
さ
れ
た

ポ
イ
ン
ト
は
、
仏
教
のan

atm
an

無
我
）
思
想
が
当
時
、
芽
生
え
て
い
た
新

心
理
学
と
合
致
し
、
更
に
、
天
地
創
造
説

つ
ま
り
、
創
造
者
で
あ
る
絶
対

的
な
神
｜
を
否
定
し
て
お
り
、
優
勢
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
進
化
論
思
想
や
唯
物

論
思
想
に
ぴ
っ
た
り
と
一
致
し
て
い
る
と
受
け
止
め
ら
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た18

）
。
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明
治
二
十
年
代
は
、
諸
宗
教
、
諸
思
想
の
坩
堝
で
あ
っ
た
。
世
界
博
覧
会
の

日
本
代
表
の
一
人
で
あ
っ
た
岸
本
能
武
太

一
八
六
五
｜
一
九
二
八
）
は
、
当
時

の
日
本
を
「
宗
教
の
戦
場
」
に
喩
え
、
キ
リ
ス
ト
教
と
他
宗
教
、
ス
ペ
ン
サ
ー

の
「
不
可
知
論
」、
コ
ン
ト
（A

u
g
u
ste C

o
m
te,

一
七
九
八
｜
一
八
五
七
）
の
唯

物
論
、
そ
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
（A

rth
u
r S

ch
o
p
en
h
a
u
er,

一
七
八
八

｜
一
八
六
〇
）
の
悲
観
主
義
が
あ
り
、
無
神
、
無
宗
教
の
流
れ
と
伝
統
的
宗
教

と
が
争
っ
て
い
た
と
い
う19

）
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
特
に
仏
教
と
科
学
思
想
（
進
化
論
）
と
の
一
致
性
に
つ

い
て
、
ハ
ー
ン
は
熱
心
に
論
述
す
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
ハ
ー
ン
の
仏
教
観

は
、
仏
教
が
自
然
の
働
き
に
適
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
人
間
の
倫
理
に
一
番

適
切
で
あ
る
こ
と
を
大
き
な
二
つ
の
論
点
と
し
て
い
る
。

ハ
ー
ン
の
考
え
で
は
科
学
思
想
と
仏
教
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
は
、
西
洋
宗
教

（
主
に
キ
リ
ス
ト
教
）
の
成
り
立
つ
礎
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、
下
記

の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
仏
教
思
想
と
科
学
思
想
の
一
致
に
到
達
せ
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
と
、
ハ
ー
ン
は
述
べ
て
い
る
。（
１
）
一
切
の
も
の
の
結
合
の
不
安
定

は
仏
教
語
で
い
う
「
諸
行
無
常
」
に
当
た
る
こ
と
。（
２
）
遺
伝
の
倫
理
的
意

味
と
精
神
の
教
訓
及
び
道
徳
上
の
向
上
の
義
務
は
、「
業
」
と
輪
廻
の
働
き
の

結
び
つ
き
に
似
て
お
り
、
仏
教
哲
学
の
中
核
を
な
す
「
中
道
」
は
、
唯
心
論
と

唯
物
論
の
よ
う
な
極
端
な
二
元
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
見
破
り
、
否
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
。（
３
）
縁
起
法
に
よ
る
と
、
す
べ
て
の
現
象

は
関
係
し
合
っ
て
お
り
、
宇
宙
の
創
造
以
前
か
ら
世
界
と
隔
絶
し
て
存
在
し
て

い
る
全
能
の
造
物
主
を
認
め
な
い
こ
と
に
な
る
こ
と
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
仏

教
と
科
学
思
想
と
は
共
通
し
て
い
る
。（
４
）
最
後
に
、
永
久
不
滅
の
霊
魂
は

仏
教
で
も
、
科
学
で
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。
そ
し
て
、
ハ
ー
ン
は
い
う
。

さ
て
最
後
に
、
仏
教
は
、
い
っ
さ
い
の
結
合
の
不
安
定
で
あ
る
こ
と
や
、

遺
伝
の
倫
理
的
意
義
や
、
精
神
的
進
化
の
教
訓
、
道
義
上
の
向
上
の
義
務

な
ど
に
つ
い
て
、
十
九
世
紀
の
思
想
と
著
し
く
同
調
を
示
し
て
い
る
。
そ

れ
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
そ
れ
は
ま
た
、
西
独
の
唯
心
論
と
唯
物
論
の

学
説
や
、
造
物
主
と
特
殊
な
創
造
に
つ
い
て
の
所
説
、
ま
た
霊
魂
不
滅
の

信
念
な
ど
を
一
様
に
し
り
ぞ
け
て
い
る
点
で
も
、
現
代
科
学
と
軌
を
一
に

し
て
い
る20

）
。

ハ
ー
ン
は
、
宗
教
の
す
べ
て
を
排
斥
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
宗
教
を
信

仰
す
る
人
々
が
盲
従
す
る
教
学
と
独
断
的
な
教
理
の
結
合
は
拒
否
す
る
が
、
宗

教
心
そ
の
も
の
を
支
え
る
感
情
、
神
秘
、
未
知
、
見
え
な
い
世
界
へ
の
憧
れ
の

気
持
に
つ
い
て
は
、
ハ
ー
ン
は
人
間
の
欠
か
せ
な
い
一
部
と
し
て
認
め
て
い
た
。

彼
の
中
で
単
な
る
教
学
と
こ
の
感
情
は
異
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
っ
た
く
関

係
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
は
言
う
。

単
な
る
教
義
と
し
て
の
宗
教
は
、
け
っ
き
ょ
く
滅
び
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、

進
化
論
の
研
究
が
到
達
し
た
ひ
と
つ
の
結
論
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
人
間
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の
感
情
と
し
て
の
宗
教
、
つ
ま
り
、
人
間
を
も
、
星
辰
を
も
、
ひ
と
し
く

形
成
す
る
、
未
知
の
力
に
対
す
る
信
仰
と
し
て
の
宗
教
が
、
こ
れ
も
と
も

に
跡
形
も
な
く
滅
び
て
し
ま
う
と
は
、
こ
ん
に
ち
の
と
こ
ろ
、
ち
ょ
っ
と

考
え
ら
れ
な
い21

）
。

ハ
ー
ン
は
、
教
義
の
結
合
と
し
て
の
宗
教
を
排
除
す
べ
き
も
の
と
見
な
し
て

い
た
が
、
宗
教
に
は
不
要
で
な
い
、
も
う
ひ
と
つ
の
機
能
も
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
宗
教
は
、
自
ら
を
方
便
と
し
て
、
単
な
る
寓
話
で
は
な
く
、
命

の
真
理
、
神
秘
を
比
喩
的
に
説
明
し
て
く
れ
る
役
目
を
果
た
す
と
い
う
点
で
あ

る
。
彼
は
、
永
久
の
命
は
な
く
、
神
様
か
ら
の
愛
（
理
想
化
さ
れ
た
配
慮
）
に

頼
る
こ
と
の
な
い
、
人
間
相
互
の
愛
や
気
配
り
以
外
の
救
済
力
は
な
い
と
述
べ

る
。
こ
の
よ
う
に
ハ
ー
ン
は
、
世
界
の
救
済
の
責
任
は
人
間
の
手
に
あ
る
と
固

く
主
張
す
る
こ
と
で
、
実
践
的
な
宗
教
を
勧
め
た
。
以
下
の
よ
う
な
ハ
ー
ン
自

身
の
言
葉
が
あ
る
。

人
間
相
互
の
愛
の
ほ
か
に
、
神
の
愛
な
ん
て
も
の
は
、
こ
の
世
に
あ
る
も

の
で
は
な
い
、
全
知
全
能
の
神
だ
の
、
救
世
主
だ
の
、
守
護
神
だ
の
、
そ

ん
な
も
の
は
ど
こ
に
も
あ
り
は
し
な
い
、
け
っ
き
ょ
く
、
わ
れ
わ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
自
身
以
外
に
、
た
よ
れ
る
よ
う
な
逃
げ
場
は
何
も
も
っ
て
い
な

い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
よ
く
言
い
ふ
く
め
た
上
で
、
信
仰
と
い
う
も
の

は
、
い
つ
か
消
滅
し
て
し
ま
う
も
の
な
の
だ
ろ
う22

）
。

ハ
ー
ン
は
、
全
知
全
能
の
神
の
存
在
を
き
っ
ぱ
り
と
否
定
し
た
だ
け
で
は
な

く
、
救
世
主
も
守
護
神
も
認
め
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
西
洋
の
宗

教
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
日
本
で
有
力
な
浄
土
教
を
は
じ
め
と
す
る
他
力

の
宗
教
も
「
方
便
」
の
範
疇
に
入
っ
て
い
る
。

ハ
ー
ン
の
言
葉
か
ら
明
ら
か
な
の
は
、
自
ら
が
確
固
た
る
自
力
の
信
者
で
、

災
い
も
救
済
も
、「
自
己
」
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
彼
の
述
べ
る
「
自
己
」
は
「
他
（
ほ
か
）」
を
排
斥
し
な
い
。「
自
」
の
中

に
「
他
」
が
存
在
し
、
他
の
中
に
「
自
」
が
包
含
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
ハ
ー

ン
が
傾
倒
す
る
一
体
化
の
思
想
、
汎
神
論
や
縁
起
思
想
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。
仏
教
の
縁
起
法
で
説
く
相
互
依
存
関
係
で
は
、「
自
」・

「
他
」
の
区
別
は
存
在
せ
ず
、
世
界
の
全
て
が
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い
て
、

一
体
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
自
と
他
と
い
う
二
元
論
的
思
考
を
破
却
し
、
仏

教
の
不
二
法
門
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
体
性
を
あ
ら
わ
に
す
る
原
因

は
進
化
の
容
赦
な
い
働
き
だ
と
ハ
ー
ン
は
述
べ
た23

）
。
そ
し
て
、
最
後
に
ハ
ー
ン

の
汎
神
論
に
説
か
れ
て
い
る
、
神
が
世
界
と
質
的
に
同
一
で
あ
る
と
い
う
の
は
、

こ
の
よ
う
な
相
互
依
存
関
係
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
森
羅
万
象

を
貫
い
て
い
る
の
は
、
こ
の
一
体
性
だ
け
な
の
で
あ
る
。

ハ
ー
ン
は
、
仏
教
に
つ
い
て
の
知
識
を
、
来
日
以
前
に
は
、
西
洋
人
の
仏
教

学
者
（
主
に
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
）
が
書
い
た
本
か
ら
吸
収
し
た
。
来
日
し

て
か
ら
も
、
仏
教
思
想
や
仏
教
の
信
仰
の
形
が
興
味
の
中
心
に
あ
り
、
執
筆
の
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大
半
を
占
め
て
い
た
。
日
本
語
が
読
め
な
か
っ
た
ハ
ー
ン
は
、
知
り
合
い
や
友

達
の
翻
訳
に
頼
る
し
か
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、O

u
t of

 
th
e
 
E
ast

（『
東
の
国

か
ら
』）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
横
浜
で
」（In

 
Y
o
k
o
h
a
m
a

）
と
い
う
エ
ッ
セ

イ
に
は
、
ハ
ー
ン
と
あ
る
老
僧
と
の
対
話
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
僧
侶
と
の
会

話
が
ハ
ー
ン
の
情
報
収
集
の
大
き
な
手
段
で
あ
っ
た
。

ひ
と
つ
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ハ
ー
ン
の
宗
教
観
の
お
よ

そ
の
輪
郭
は
は
っ
き
り
と
摑
ま
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
一
生
に
亘
っ

て
一
貫
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
は
、
死
後
も
な
ん
ら
か
の

存
在
が
続
く
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
動
揺
し
、
一
定
の
意
見
や
観
念
に

到
達
し
な
か
っ
た
。
ハ
ー
ン
の
仏
教
学
を
め
ぐ
っ
て
の
理
解
力
は
か
な
り
の
も

の
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
仏
教
の
原
典
も
読
め
ず
、
日
本
在
住
中
も
、
仏
教
の
思

想
を
説
明
す
る
た
め
の
日
本
語
力
も
充
分
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ハ

ー
ン
の
仏
教
把
握
は
不
完
全
な
も
の
だ
っ
た
し
、
誤
っ
た
理
解
や
解
釈
が
生
じ

た
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
特
に
仏
性
や
「
如
来
蔵
」
と
い
う
大
乗
仏
教

の
観
念
は
、
ハ
ー
ン
に
は
仏
教
が
永
久
の
霊
魂
の
存
在
を
肯
定
し
て
い
る
か
の

よ
う
に
映
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
横
浜
で
」
の
中
で
、
老
僧
は
如
来
蔵
を

説
明
し
よ
う
と
す
る
。
ハ
ー
ン
が
書
き
留
め
た
老
僧
の
言
葉
は
次
の
通
り
で
あ

る
。

宇
宙
は
す
な
わ
ち
こ
れ
、
無
窮
無
辺
の
実
在
の
発
散
し
た
も
の
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
る
。
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
実
在
か
ら
生
ま
れ

た
も
の
と
は
申
さ
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
各
自
の
「
自
我
」
の
根
源
と
い
う

も
の
は
、
こ
れ
は
十
界
諸
法
の
一
念

つ
ま
り
、
宇
宙
の
心
な
の
で
あ

り
ま
す
る
。
で
あ
る
か
ら
い
た
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
は
、
宇
宙
我

と
い
う
も
の
が
、
最
初
の
迷
い
の
因
果
と
い
っ
し
ょ
に
す
で
に
あ
る
わ
け

で
あ
り
ま
す
な
。
そ
う
し
て
、
こ
の
「
自
我
」
の
根
源
が
、
迷
い
の
因
果

の
中
に
包
蔵
さ
れ
て
お
り
ま
す
状
態
、
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
方
で
は
『
如

来
蔵
』
も
し
く
は
『
仏
胎
』
と
申
し
て
お
り
ま
す
る
。
わ
れ
わ
れ
が
み
な
、

汗
水
た
ら
し
て
励
み
努
め
る
、
そ
の
究
極
の
目
的
は
何
か
と
申
す
と
、
け

っ
き
ょ
く
そ
れ
は
、
無
窮
無
辺
の
『
自
我
の
根
源
』
に
還
る
こ
と
な
の
で

あ
り
ま
し
て
、
そ
の
『
自
我
の
根
源
』
と
申
す
も
の
が
、
こ
れ
が
つ
ま
り
、

仏
の
本
体
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
な24

）
。

「
如
来
蔵
」
は
大
乗
仏
教
に
お
け
る
中
心
思
想
で
あ
り
、
理
解
し
難
く
、
誤
解

さ
れ
や
す
い
観
念
で
あ
る
。
ま
ず
、「
如
来
蔵
」
を
直
訳
す
る
と
、
如
来
（
仏

の
最
も
高
い
称
号
で
あ
っ
て
、
修
行
完
成
後
に
至
る
も
の
）
の
胎
（
子
宮
）
を
意
味

す
る
。
胎
は
比
喩
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
衆
生
の
胎
内
の
こ
と
で
、
仏
に
な
り
う

る
可
能
性
（
悟
り
の
性
質
）
を
宿
す
と
こ
ろ
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
更

に
三
つ
の
意
味
が
あ
る
。

一
）
如
来
の
絶
対
身
と
い
う
意
味
。

二
）
真
実
性
で
あ
る
如
来
は
無
差
別
の
総
体
で
あ
る
と
い
う
意
味
。

三
）
す
べ
て
の
生
き
物
の
中
に
は
如
来
の
胚
種
が
存
在
す
る
と
い
う
意
味25

）
。
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「
横
浜
で
」
で
老
僧
は
こ
の
如
来
蔵
思
想
を
ハ
ー
ン
に
語
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

ハ
ー
ン
の
「
自
我
の
根
源
は
宇
宙
の
心
で
あ
っ
て
、
人
間
の
究
極
の
目
的
は
無

窮
無
辺
で
あ
る
自
我
の
根
源
に
還
る
」
と
い
う
考
え
は
、
バ
ラ
モ
ン
教
及
び
ヒ

ン
ズ
ー
教
に
あ
る
ブ
ラ
フ
マ
ン
（B

ra
h
m
a
n

）
の
思
想
を
連
想
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
ヒ
ン
ズ
ー
教
で
は
、
人
間
が
こ
の
世
を
去
る
と
、
宇
宙
の
心
で
あ
る
ブ
ラ

フ
マ
ン
に
戻
り
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
一
体
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遥
か
に
二
元

的
思
索
を
超
え
、
自
他
の
区
別
が
自
ら
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
。
し
か
し
、
老

僧
の
話
を
聞
い
た
ハ
ー
ン
が
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
た
か
ど
う

か
、
そ
れ
と
も
「
如
来
蔵
」
の
正
し
い
理
解
を
得
た
か
ど
う
か
は
知
る
術
は
な

い
の
で
あ
る
。

ハ
ー
ン
の
宗
教
観
の
も
う
一
つ
の
主
要
な
テ
ー
マ
は
、
宗
教
と
科
学
と
の
間

に
、
道
徳
が
ど
う
い
う
位
置
を
占
め
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
答

は
「
業
」（
カ
ル
マ
）
思
想
と
「
進
化
論
」
に
よ
っ
て
道
徳
の
位
置
が
決
定
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

５

ハ
ー
ン
の
「
業
」
思
想

今
日
で
は
、
ハ
ー
ン
は
、
日
本
文
化
や
仏
教
を
解
釈
し
、
西
洋
人
に
紹
介
し

た
人
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
ハ
ー
ン
は
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス

ペ
ン
サ
ー
の
解
釈
者
で
も
あ
り
、
多
く
の
仏
教
に
関
す
る
論
述
中
で
、
ス
ペ
ン

サ
ー
の
思
想
と
仏
教
の
思
想
と
を
比
較
し
な
が
ら
、
共
通
点
を
引
き
出
し
、
深

み
の
あ
る
分
析
を
し
た
。
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
は
、
仏
教
と
科
学
（
進
化
論
思
想
）

は
相
互
排
他
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
科
学
的
な
枠
組
を
通
じ
て

仏
教
が
解
釈
で
き
る
と
同
時
に
、
仏
教
的
な
枠
組
み
で
進
化
論
の
基
本
的
な
思

想
が
よ
り
簡
単
に
理
解
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
思
想
体
系
を
結

び
つ
け
る
の
が
、
業
と
因
果
応
報
思
想
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ハ
ー
ン
は

次
の
よ
う
に
言
う
。

仏
教
思
想
の
な
か
に
は
、
西
洋
の
近
代
進
化
思
想
に
驚
く
ほ
ど
の
相
似
を

示
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
て
、
西
洋
の
思
想
と
は
最
も
遠
く
隔
っ
た
仏
教

思
想
が
、
近
代
科
学
か
ら
借
り
た
図
解
と
こ
と
ば
の
助
け
に
よ
っ
て
、
け

っ
こ
う
う
ま
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
上
述
べ
て
き
た

よ
う
な
理
由
で
、
涅
槃
の
教
え
は
ま
ず
と
も
か
く
と
し
て
、
高
尚
な
仏
教

の
な
か
の
顕
著
な
教
え
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
よ
か
ろ
う
か
と
思
う
。

1

実
在
は
、
た
だ
一
つ
で
あ
る
。
2

意
識
は
、
真
の
自
我
で
は
な
い
。

3

物
と
は
、
行
為
と
思
考
の
力
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
、
現
象
の
総

和
で
あ
る
。
4

一
切
の
客
観
的
・
主
観
的
存
在
は
、「
因
果
応
報
」
に

よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
現
在
は
過
去
の
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
と
過
去

の
行
為
と
が
結
び
合
っ
て
、
未
来
の
状
態
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
…
…

言
い
か
え
れ
ば
、
物
質
の
世
界
と
精
神
（
有
限
の
）
の
世
界
と
は
、
そ
の

進
化
の
う
ち
に
、
厳
然
た
る
道
徳
的
秩
序
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る26

）
。

「
業
」
思
想
、
と
い
う
の
は
、
ハ
ー
ン
の
思
想
、
人
生
観
そ
の
も
の
を
貫
い
て
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い
た
。
中
村
元
の
『
仏
教
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、「
業
」
の
主
な
定
義
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

一
）
な
す
は
た
ら
き
。
作
用
。

二
）
人
間
の
な
す
行
為
。
ふ
る
ま
い
。
行
為
の
は
た
ら
き
。
行
な
い
。
動
作
。

普
通
、
身
・
口
・
意
の
三
業
に
分
か
つ
。
身
と
口
と
意
と
の
な
す
一
切

の
わ
ざ
。
す
な
わ
ち
、
身
体
の
動
作
、
口
で
い
う
こ
と
ば
、
心
に
意
思

す
る
考
え
の
す
べ
て
を
総
称
す
る
。

三
）

行
為
の
残
す
潜
在
的
な
余
力
（
業
力27

）
）。

「
業
」
の
解
説
で
中
村
氏
が
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
本
来
は
、
た
だ
行
為
を
指
し

て
い
た
が
、
後
に
、
因
果
応
報
思
想
と
結
合
し
て
、
以
前
か
ら
存
続
し
て
は
た

ら
く
一
種
の
力
と
み
な
さ
れ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
一
つ
の
行
為
は
、
必
ず
善

悪
・
苦
楽
の
果
報
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
に
業
に
よ
る
輪
廻
思
想

が
生
ま
れ
、
業
が
前
世
か
ら
来
世
に
ま
で
引
き
伸
ば
さ
れ
て
説
か
れ
る
に
い
た

る28
）

。
ハ
ー
ン
の
「
業
」
に
お
け
る
解
釈
は
、
単
な
る
「
行
為
」
だ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
莫
大
な
規
模
の
も
の
で
、
宇
宙
全
体
が
業
の
働
き
に
包
含
さ
れ
る
ほ
ど

で
あ
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
「
業
」
の
容
赦
な
い
働
き
を
考
え
る
と
、
仏
教
の
も

う
一
つ
の
非
常
に
大
切
で
、
根
本
的
な
観
念
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
、
つ
ま
り
、
宇
宙
の
す
べ
て
の
現
象
、
森
羅
万
象
が
お
互
い
に

働
き
あ
う
か
ら
こ
そ
物
事
が
成
立
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
が

縁
起
法
に
直
結
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
独
立
自
存
の
も
の
は
存
在
せ
ず
、

い
ず
れ
か
の
条
件
や
原
因
を
と
り
の
ぞ
け
ば
、
お
の
ず
か
ら
な
く
な
る
と
い
う

考
え
方
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
の
「
業
」
の
解
釈
は
仏
教
の
定
義
に
反
し
な
い
も
の

だ
が
、
ハ
ー
ン
な
り
の
特
徴
が
内
在
し
て
い
る
。

ハ
ー
ン
の
解
釈
に
よ
る
と
、
人
間
の
実
体
は
「
業
」、
す
な
わ
ち
個
人
が
冒

し
た
行
動
や
言
動
の
総
体
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
自
我
（“self”

）
は
業
と

切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
の
だ
。
ハ
ー
ン
自
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

「
わ
れ
わ
れ
が
「
自
我
セ
ル
フ

」
と
い
っ
て
い
る
こ
の
「
業

我

カルマ・エゴ」
は
、
心
で
あ

り
、
体
で
あ
る
。
心
も
、
体
も
、
ふ
た
つ
な
が
ら
不
断
に
衰
耗
し
、
不
断

に
新
し
く
な
る
も
の
で
あ
る29

）
。」

「
業
」
の
働
き
を
有
機
的
な
自
然
作
用
と
し
て
解
釈
し
、
物
質
が
解
体
と
合
成

を
か
わ
る
が
わ
る
繰
り
返
す
原
動
力
で
も
あ
る
と
し
て
い
る
。
合
成
と
解
体
が

絶
え
間
な
く
お
互
い
に
入
れ
替
わ
る
こ
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
カ
ル
マ
（
業
）
の
働

き
に
よ
っ
て
物
事
の
生
成
と
消
滅
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

ハ
ー
ン
の
言
葉
を
借
り
る
と
、「
こ
の
『
業
』
が
、
な
ん
ら
か
の
形
と
状
態
の

な
か
で
生
々
死
々
す
る
ほ
か
に
、
生
死
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
あ
る30

）
」。

ハ
ー
ン
の
仏
教
観
に
よ
る
と
、
宇
宙
そ
の
も
の
も
業
の
働
き
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
る
。
宇
宙
の
材
料
で
あ
る
原
子
が
物
質
の
最
小
の
単
位
と
し
て
不
滅
で
あ

る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
宇
宙
の
す
べ
て
の
現
象
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
然

の
再
生
、
リ
サ
イ
ク
ル
の
こ
と
を
言
う
。
こ
の
点
で
ハ
ー
ン
の
見
た
「
業
」
と
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「
輪
廻
」
と
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
領
域
が
あ
る
よ
う
だ
。
仏
教
思
想
上
、
確

か
に
業
は
輪
廻
転
生
に
拍
車
を
掛
け
る
も
の
と
さ
れ
る
が
、
ハ
ー
ン
の
考
え
方

に
は
同
一
視
す
る
気
味
が
多
少
あ
る
。

素
人
と
し
て
科
学
思
想
や
仏
教
哲
学
に
興
味
を
持
っ
た
ハ
ー
ン
だ
が
、
天
性

の
文
学
者
と
し
て
の
、
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
の
性
格
は
流
石
に
強
か
っ
た
。
存
在
を

あ
り
の
ま
ま
に
見
る
冷
静
な
仏
教
者
と
し
て
の
自
分
と
、
空
想
家
と
し
て
の
自

分
は
、
ハ
ー
ン
の
相
容
れ
な
い
二
つ
の
顕
著
な
要
素
だ
っ
た
。
彼
は
、
格
調
高

く
、
華
や
か
な
文
体
で
、
物
体
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
感
情
そ
の
も
の
も
復

活
で
き
る
か
ど
う
か
、
永
遠
に
続
く
か
ど
う
か
を
さ
ぐ
る
。
ハ
ー
ン
は
言
う
。

「
そ
こ
に
は
復
活
が
あ
る
。

西
洋
の
信
仰
が
夢
想
し
て
い
る
復
活
な

ど
よ
り
、
も
っ
と
途
方
も
な
い
復
活
が
あ
る
。
死
滅
し
た
感
情
は
、
死
滅

し
た
太
陽
や
月
と
同
じ
よ
う
に
、
確
実
に
生
き
か
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、

わ
れ
わ
れ
が
こ
ん
に
ち
認
め
う
る
限
り
で
は
、
同
一
の
個
性
が
ま
た
元
に

還
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
再
現
は
、
か
な
ら
ず
、
前
生
に
存
在
し

て
い
た
も
の
の
結
合
し
直
し
た
も
の
、
同
類
を
再
編
制
し
た
も
の
、
前
世

の
経
験
の
し
み
こ
ん
だ
物
を
鋳
直
し
た
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
宇
宙
は

『
業
』
な
の
で
あ
る31

）
。」

し
か
し
、
個
性
な
く
し
て
、
ど
う
や
っ
て
死
滅
し
た
感
情
が
生
き
か
え
る
と

い
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、
ハ
ー
ン
の
汎
神
論
思
想
が
示
さ
れ
て
い
る
。
個

性
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
「
自
我
」
と
い
う
固
定
観
念
に
執
着
し
て
い
る
限
り
、

自
然
の
根
本
原
理
、
根
底
に
流
れ
る
真
理
で
あ
る
造
化
の
一
体
性
（
前
述
の
イ

ン
ド
思
想
で
言
う
宇
宙
の
支
配
原
理
で
あ
る
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
に
溶
け
込
め
な
い
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
答
え
が
あ
る

「
自
我
」
を
な
く
せ
ば
、
は
じ
め
て
全
て

と
一
体
に
な
る
。「
自
我
」
と
い
う
壁
さ
え
な
け
れ
ば
他
の
全
て
と
何
ら
の
隔

絶
は
な
い
と
ハ
ー
ン
が
い
う
。
こ
れ
は
ハ
ー
ン
の
よ
く
言
っ
た
「
万
物
は
一
な

り
」
を
指
す
。
こ
の
ハ
ー
ン
が
言
う
「
万
物
は
一
な
り
」
は
、
基
本
的
に
二
つ

の
解
釈
に
由
来
し
て
い
る
よ
う
だ
。
ま
ず
は
、
１

先
ほ
ど
述
べ
た
汎
神
論
的

な
視
点

つ
ま
り
「
神
」
が
す
べ
て
に
内
在
し
て
い
る
か
ら
、
神
の
共
通
の

存
在
で
す
べ
て
の
現
象
が
お
互
い
に
結
び
つ
い
て
い
る

と
、
２

仏
教
の

縁
起
思
想
の
立
場
か
ら
の
視
点

つ
ま
り
、
す
べ
て
が
相
互
に
関
係
し
あ
い

な
が
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宇
宙
の
全
現
象
は
切
っ
て
も
切
れ

な
い
関
係
に
あ
る

で
あ
る
。
こ
の
類
の
無
名
の
一
体
性
、
自
己
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
な
い
、
感
情
が
生
き
返
る
必
要
の
な
い
一
体
性
の
中
で
は
、
死
滅

さ
え
も
な
い
し
、
真
な
る
現
実
し
か
な
い
と
ハ
ー
ン
は
言
う
。
ハ
ー
ン
は
こ
の

原
理
を
次
の
よ
う
に
表
す
。

「
百
万
の
宇
宙
は
消
滅
す
る
と
も
、
真
な
る
も
の
は
失
わ
れ
な
い
。
全
き

壊
滅
、
永
遠
の
死

こ
う
い
う
恐
ろ
し
い
こ
と
ば
も
、
こ
れ
が
真
に
相

通
ず
る
の
は
、
永
久
不
滅
の
法
則
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
形
態
は
滅

び
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
波
が
引
い
て
砕
け
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
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る
。
波
が
引
く
の
は
ま
た
新
た
に
寄
せ
返
す
た
め
で
あ
る

万
物
は
一

と
し
て
、
滅
す
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
る32

）
。」

な
お
、
以
上
の
言
葉
に
関
し
て
、
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

こ
れ
は
米
国
の
読
者
の
た
め
に
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
ハ
ー
ン
が
見
た
美
し
い

日
本
や
仏
教
を
、
で
き
る
だ
け
好
意
的
に
提
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
だ
。
そ
の
中
に
は
、
無
論
、
ハ
ー
ン
自
身
の
考
え
や
偏
見
の
入
っ
た
自
己
流

解
釈
が
混
じ
る
に
相
違
な
い
。
ハ
ー
ン
自
身
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
、
儀
礼
、

そ
し
て
教
会
を
徹
底
的
に
否
定
し
た
。
し
か
し
、
ハ
ー
ン
は
米
国
の
読
者
の
殆

ど
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ
と
を
、
計
算
に
入
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
で
き
る
限
り
理
解
し
や
す
く
、
好
印
象
が
残
る
よ
う
に
書
こ
う
と
し

た
の
だ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
的
な
教
義
で
主
張
さ
れ
る
「
永
遠
不
朽
の

魂
」
と
仏
教
の
「
諸
行
無
常
」
思
想
と
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず

だ
が
、
上
記
の
言
葉
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
西
洋
の
宗
教
の
教
徒
に
も
受
け
入

れ
ら
れ
る
「
滅
す
る
も
の
は
な
い
」
と
い
う
観
念
を
仏
教
的
な
枠
組
み
で
説
明

す
る
。
天
国
を
信
じ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
は
、「
宇
宙
が
一
つ
で
あ
り
、

滅
す
る
も
の
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
心
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
は
ず
と
考
え

て
の
こ
と
だ
ろ
う
。

「
諸
行
無
常
」
と
い
う
観
念
は
仏
教
の
第
一
の
原
理
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
釈
迦
の
三
法
印
（
仏
教
の
三
つ
の
根
本
的
な
思
想
と
い
う
こ

と
）
の
一
番
目
で
あ
り
、
四
諦
の
第
一
（
生
き
る
こ
と
は
苦
で
あ
る
と
い
う
真

理
）
で
は
「
諸
行
無
常
」
と
い
う
絶
え
間
の
な
い
変
化
、
移
り
変
わ
り
の
中
で
、

永
遠
な
る
も
の
へ
の
渇
望
（ta

n
h
a

）
が
苦
の
本
、
原
動
力
で
あ
る
と
説
か
れ

て
い
る
。
ハ
ー
ン
の
見
た
科
学
思
想
も
そ
う
だ
っ
た
。
進
化
と
い
う
過
程
も
遥

か
昔
か
ら
い
つ
ま
で
も
続
く
も
の
だ
。
人
間
の
心
も
同
じ
性
質
の
も
の
で
、
仏

教
の
「
無
我
」
に
当
た
る
。
だ
か
ら
、
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
は
、
諸
行
無
常
と
い

う
真
理
が
、
仏
教
と
十
九
世
紀
に
有
力
と
な
っ
て
き
た
科
学
思
想
と
の
接
点
の

一
つ
で
あ
っ
て
、
お
互
い
に
立
証
し
合
う
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、

業
も
不
可
欠
の
一
部
分
で
、
業
を
否
定
す
れ
ば
、
仏
教
全
体
を
否
定
す
る
こ
と

に
な
る
と
い
う
。
そ
こ
で
ハ
ー
ン
は
言
う
。

こ
こ
で
し
ば
ら
く
、
こ
れ
ら
の
仏
教
の
根
本
義
と
西
欧
科
学
の
概
念
と
の

関
係
に
つ
い
て
、
ひ
と
わ
た
り
考
察
を
し
て
み
よ
う
。
仏
教
が
現
象
世
界

の
実
在
を
否
定
し
て
い
る
の
は
、
現
象
と
し
て
の
現
象
の
実
在
を
否
定
し

て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
、
客
観
的
・
主
観
的
現
象
を
生
ず
る
力

を
否
定
し
て
い
る
の
で
も
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ

と
い
う
の
に
、「
業ごう
」
と
し
て
の
「
業
」
を
否
定
し
て
し
ま
え
ば
、
仏
教

の
思
想
体
系
の
全
部
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

ほ
ん
と
う
の
仏
説
は
、
わ
れ
わ
れ
が
知
覚
す
る
も
の
は
、
そ
れ
自
体
か
ら

い
え
ば
、
実
在
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
す
る
「
我エゴ
」
で
す
ら
、
そ

れ
自
体
は
、
不
安
定
な
、
迷
い
の
性
質
を
も
っ
た
諸
念
が
集
合
し
た
、
一

個
の
不
安
定
な
綱
叢
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
所
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説
は
、
科
学
的
に
見
て
も
、
じ
つ
に
し
っ
か
り
し
た
論
旨
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
、
ど
こ
か
ら
衝
い
て
も
び
く
と
も
し
な
い
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
わ
れ

わ
れ
は
、
物
の
本
質
に
つ
い
て
は
何
も
知
っ
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
た

だ
、
力
の
洪
大
な
る
運
行
と
し
て
、
森
羅
万
象
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
力
の
行
動
に
あ
ら
わ
れ
た
法
則
の
、
普
遍
的
・
相
対

的
な
意
味
を
識
別
す
る
際
に
も
、
い
っ
さ
い
の
「
非
我
」
は
、
ふ
た
り
の

人
間
に
ぜ
っ
た
い
に
同
一
の
も
の
が
な
い
神
経
構
造
の
振
動
を
通
し
て
の

み
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
千

差
万
別
の
不
完
全
な
認
識
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
い
っ
さ
い
の
形
あ
る

物

客
観
的
・
主
観
的
集
合
体
の
一
時
性
（
無
常
）
を
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん

に
確
認
す
る
の
で
あ
る33

）
。

ハ
ー
ン
が
来
日
し
た
の
は
、
明
治
二
十
年
代
初
頭
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
は

日
本
で
は
国
家
と
宗
教
の
再
編
や
対
立
の
時
期
に
当
た
る
。
こ
の
対
立
の
一
つ

の
引
き
金
は
、
明
治
十
年
代
に
東
京
帝
国
大
学
に
勤
め
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
モ
ー

ス
（E

d
w
a
rd M

o
rse,

一
八
三
八
｜
一
九
二
五
）
が
進
化
論
思
想
を
紹
介
し
た
こ

と
に
遡
る34

）
。
進
化
論
思
想
が
日
本
に
輸
入
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
思
想
的
・
宗
教

的
基
盤
を
根
底
か
ら
揺
す
ぶ
る
大
事
件
と
な
っ
た
。
磯
前
順
一
氏
が
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。「
経
験
科
学
の
成
果
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
き
、
キ
リ
ス
ト

教
の
啓
示
的
な
教
説
は
成
り
立
ち
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
科
学
的
合
理
性
が
文

明
の
あ
か
し
と
み
な
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
対
極
に
あ
る
非
合
理
的
な
も

の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る35

）
。」
明
治
二
十
年
代
、
騎
虎
の
勢
い
で
進
化
論
が
世
界

中
に
広
ま
り
始
め
る
と
、
ハ
ー
ン
も
そ
の
波
に
飲
み
込
ま
れ
、
進
化
論
思
想
と

仏
教
と
の
一
致
論
を
す
す
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
読
者
に
、
仏
教
思
想
や
日
本
の
宗
教
、
社
会
を

よ
り
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た
め
に
、
ハ
ー
ン
は
媒
体
と
し
て
科
学
思
想
を

用
い
た
。
ハ
ー
ン
が
生
き
た
十
九
世
紀
の
後
半
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
啓
蒙
思
想

時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
に
当
た
り
、
啓
蒙
思
想
が
科
学
革
命
に
も
拍
車
を
か
け
、

相
乗
効
果
で
、
哲
学
、
自
然
科
学
思
想
が
相
互
に
発
展
し
て
き
た
。
こ
の
思
想

的
な
過
渡
期
に
、
哲
学
と
自
然
科
学
思
想
と
の
区
別
自
体
が
ぼ
や
け
て
き
た
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
当
時
、
こ
の
斬
新
な
哲
学
と
科
学
思
想
の

融
合
や
相
互
発
展
に
お
け
る
中
心
的
な
人
物
と
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン

サ
ー
、
ト
マ
ス
・
ハ
ク
ス
リ
ー

T
h
o
m
a
s H

u
x
ley
,

一
八
二
五
｜
一
八
九
五
）
、

そ
し
て
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ヘ
ッ
ケ
ル

E
rn
st H

a
eck

el,

一
八
三
四
｜
一
九
一
九
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。
三
人
と
も
同
年
代
の
人
物
で
、
科
学
・
生
物
学
者
（
ス
ペ
ン

サ
ー
の
場
合
は
、
科
学
思
想
家
）
と
し
て
、
哲
学
者
と
し
て
、
時
代
の
思
潮
に
消

え
な
い
足
跡
を
残
し
、
当
時
の
思
想
家
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
ハ
ー

ン
も
彼
ら
の
影
響
を
受
け
た
一
人
で
あ
っ
た
。

６

ハ
ー
ン
が
見
た
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
像

｜
そ
の
思
想
と
位
置

今
日
で
は
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
は
哲
学
者
と
し
て
も
、
政
治
理
論

139

ラフカディオ・ハーンの仏教観



思
想
家
と
し
て
も
、
あ
ま
り
評
価
さ
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
時

代
遅
れ
で
、
科
学
万
能
主
義

scien
tism

）
の
信
者
だ
っ
た
と
軽
視
さ
れ
て
い
る

の
で
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
理
論
は
、
現
代
の
学
界
で
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。

し
か
し
、
倫
理
学
、
宗
教
学
、
政
治
学
、
そ
し
て
科
学
思
想
と
広
範
囲
に
貢
献

し
、
同
年
代
の
数
多
く
の
思
想
家
た
ち
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
十
九
世
紀
の

後
半
か
ら
二
十
世
紀
の
初
頭
ま
で
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
思
想
が
有
力
な
位
置
を
占

め
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る36

）
。

「
適
者
生
存
」

“S
u
rv
iv
a
l o
f th

e fittest”

と
い
う
表
現
を
作
っ
た
の
は
ス

ペ
ン
サ
ー
だ
っ
た
し
、
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
父
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
実
績
を
遺
し
た
が
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
哲
学
や
思
想
を
支
え
た

の
は
進
化
論
思
想
で
あ
っ
て
、
こ
の
主
流
か
ら
は
他
の
分
野
へ
も
支
流
が
引
き

出
さ
れ
、
大
き
な
成
果
を
残
し
た
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
生
物
世
界
に
お
け
る
進
化

論
を
進
め
た
の
に
対
し
て
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
社
会
学
や
倫
理
学
な
ど
に
適
用
し

な
が
ら
進
化
論
思
想
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
た
。
そ
の
中
で
、
造
化
の
す
べ
て
の

現
象
を
結
び
つ
け
る
こ
と
を
目
指
し
た
哲
学
を
「
総
合
哲
学
」

“S
y
n
th
etic

 
p
h
ilo
so
p
h
y
”

と
い
っ
た
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
進
化
は
宇
宙

の
す
べ
て

生
物
、
社
会
、
天
体
な
ど

の
働
き
を
貫
き
、
自
然
に
織
り

込
ま
れ
た
、
有
機
的
な
法
則
で
あ
っ
た
。
ハ
ー
ン
も
、
ス
ペ
ン
サ
ー
と
同
じ
よ

う
に
、
統
一
理
論
を
探
求
し
て
い
た
が
、
仏
教
哲
学
を
中
心
と
し
て
、
ス
ペ
ン

サ
ー
の
科
学
思
想
と
結
び
付
け
る
こ
と
を
試
み
た
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の

“S
y
n
-

th
etic

 
p
h
ilo
so
p
h
y
”

に
倣
っ
て
、
ハ
ー
ン
の
本

G
lean

in
gs
 
in
 
B
u
d
d
h
a

 

F
ield

s

日
本
語
タ
イ
ト
ル
『
仏
の
畑
の
落
穂
』）
の
中
の
エ
ッ
セ
イ

“N
irv
a
n
a
”

涅
槃
）
の
全
タ
イ
ト
ル
を“N

irv
a
n
a
:
A
 
S
tu
d
y in S

y
n
th
etic B

u
d
d
h
ism

”

と
し
て
い
る37

）
。

“S
y
n
th
etic”

と
い
う
共
通
語
を
用
い
た
こ
と
は
、
ハ
ー
ン
が

ス
ペ
ン
サ
ー
に
倣
っ
て
、
自
分
の
哲
学
の
融
合
体
に
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
網
羅

し
よ
う
と
試
み
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ハ
ー
ン
が
心
に
描
い
た
、

西
洋
の
未
来
の
宗
教
は

S
y
n
th
etic p

h
ilo
so
p
h
y

に
支
え
ら
れ
、
仏
教
と
同

じ
く
、
魂
は
縁
起
で
形
成
さ
れ
、「
業
」
の
よ
う
な
新
し
い
精
神
法
則
（“sp

ir-

itu
a
l la

w
”

）
の
確
立
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た38

）
。

一
八
五
五
年
に
、
出
版
さ
れ
た
『
心
理
学
原
理
』
の
中
で
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は

肉
体
で
あ
る
「
我
が
身
」
と
心
が
別
々
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
身
も
心

も
同
じ
生
物
体
か
ら
発
す
る
こ
と
を
論
じ
、
ス
ペ
ン
サ
ー
風
の
一
元
論
思
想
を

確
定
し
た
。
こ
の
作
品
が
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
『
種
の
起
原
』

T
h
e
 
O
rigin

 
of

 
S
pecies,

一
八
五
九
）
の
前
に
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。『
心
理
学

原
理
』
で
は
、
人
間
の
「
心
」
は
環
境
の
必
要
性
に
応
じ
た
条
件
や
原
因
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
る
中
で
、
進
化
し
て
き
た
こ
と
を
論
じ
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
『
種

の
起
原
』
へ
の
道
を
開
か
せ
た
一
因
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
一

八
六
二
年
に
ス
ペ
ン
サ
ー
の
金
字
塔
で
あ
る
「
第
一
原
理
」
が
出
版
さ
れ
た
。

こ
の
作
品
で
は
、
進
化
思
想
を
通
じ
て
、
統
一
理
論
を
体
系
化
す
る
こ
と
を
目

指
し
た
。

ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
生
物
だ
け
で
は
な
く
、
宗
教
、
社
会
、
倫
理
、
心
理
な
ど
、

人
間
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
お
い
て
、
進
化
論
を
当
て
嵌
め
よ
う
と
し
た
。
ハ
ー
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ン
は
ス
ペ
ン
サ
ー
に
追
随
し
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

ハ
ー
ン
は
作
品
中
で
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
こ
と
を
何
度
も
絶
賛
し
て
い
る
。

“T
h
e
 
g
rea

test o
f p

h
ilo
so
p
h
ers”

「
世
界
最
高
の
哲
学
者
」
で
あ
る
と
か

“T
h
e g
rea

test m
in
d th

a
t th

is w
o
rld h

a
s y
et p

ro
d
u
ced

”

「
こ
の
世
界

が
か
つ
て
生
ん
だ
最
も
偉
大
な
頭
脳
」
の
よ
う
に
褒
め
上
げ
た
。
こ
の
言
葉
を

見
れ
ば
、
ど
れ
ほ
ど
ス
ペ
ン
サ
ー
を
尊
敬
し
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ス

ペ
ン
サ
ー
進
化
論
支
持
を
標
榜
し
て
い
た
ハ
ー
ン
は
、
こ
れ
が
仏
教
思
想
の
真

理
の
裏
づ
け
に
な
る
と
解
釈
し
た
。
も
し
、
科
学
の
原
理
に
基
づ
い
た
世
界
最

大
の
哲
学
者
の
論
理
と
仏
教
の
思
想
や
哲
学
と
が
一
致
す
る
こ
と
を
証
明
で
き

る
な
ら
、
ハ
ー
ン
の
愛
す
る
日
本
や
仏
教
が
、
西
洋
の
宗
教
よ
り
合
理
的
で
自

然
に
適
っ
て
い
る
と
い
う
結
論
を
導
き
出
せ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
西
洋
の
帝

国
主
義
、
人
種
的
優
越
性
の
思
い
込
み
は
成
り
立
た
な
く
な
る
。
し
か
し
、
そ

の
動
機
が
ど
う
で
あ
れ
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
仏
教
の
理
解
及
び
解
釈

と
、
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ハ
ク
ス
リ
ー
、
そ
し
て
ヘ
ッ
ケ
ル
の
科
学
思
想

つ
ま

り
、
進
化
論
に
よ
る
一
元
論
や
倫
理
観

と
は
、
本
当
に
一
致
し
て
い
る
と

言
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

遥
か
昔
か
ら
、
道
理
と
信
仰
、
科
学
と
宗
教
と
の
間
に
は
飛
び
越
え
ら
れ
な

い
溝
が
存
在
し
続
け
て
き
た
。
今
日
に
い
た
っ
て
も
こ
の
問
題
は
解
決
さ
れ
て

い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
弁
証
的
な
道
理
に
基
づ
く
科
学
と
、
信
仰
に
よ
る

宗
教
と
の
和
解
は
試
み
続
け
ら
れ
て
い
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の
著
作
で
も
、
科
学

と
宗
教
と
の
弁
証
論
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
自
身
は
仏
教
を

取
り
上
げ
、
論
じ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
ハ
ー
ン
が
称
賛
し
た
の
も
、

ス
ペ
ン
サ
ー
が
進
化
論
を
展
開
さ
せ
、
統
一
論
を
把
握
で
き
た
と
い
う
点
で
あ

っ
た
。
一
つ
の
論
点
を
あ
げ
れ
ば
、
科
学
と
宗
教
と
は
、
相
互
に
排
他
的
な
も

の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
ス
ペ
ン
サ
ー
は
宗
教
と
科
学
と
の
間
に
は

最
も
古
く
、
深
く
、
そ
し
て
強
い
対
立
が
あ
る
と
認
め
た
が39

）
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
両
方
と
も
に
な
ん
ら
か
の
真
理
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
、
啓
蒙

思
想
家
で
あ
る
ス
ペ
ン
サ
ー
に
と
っ
て
は
、
宗
教
の
教
義
や
教
学
の
文
字
通
り

の
解
釈
は
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
ま
っ
た
く
価

値
の
な
い
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
ス
ペ
ン
サ
ー
は
「（
宗
教
）
に
潜
在
し
て
い

る
真
理
は
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
。
す
べ
て
の
宗
教
が
純
粋
に
真
理
そ
の
も
の
で

な
く
て
も
、
す
べ
て
が
真
理
の
予
示
で
あ
る40

）
。」
と
い
う
。

哲
学
的
に
宗
教
と
科
学
と
の
間
に
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
を
認
め
な
か
っ
た
の
は
、

ス
ペ
ン
サ
ー
の
科
学
の
定
義
に
そ
の
理
由
が
あ
る
よ
う
だ
。
そ
の
定
義
に
内
在

す
る
宗
教
も
進
化
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
ま
だ
キ
リ
ス
ト
教
の
天
地
創
造

説
が
有
力
だ
っ
た
十
九
世
紀
に
は
科
学
へ
の
偏
見
や
抵
抗
が
あ
っ
て
、
ダ
ー
ウ

ィ
ン
と
同
じ
く
、
ス
ペ
ン
サ
ー
も
非
難
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し

か
し
、
ス
ペ
ン
サ
ー
に
と
っ
て
は
、「
科
学
」
は
非
常
に
自
然
な
も
の
で
あ
っ

て
、
既
成
の
信
仰
の
代
わ
り
に
新
し
い
宗
教
と
し
て
導
入
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の
言
葉
を
あ
げ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。「（
科
学
は
）

た
だ
常
識
の
よ
り
高
い
進
展
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
も
し
科
学
を
否
定
す

る
の
な
ら
、
す
べ
て
の
知
識
も
否
定
す
べ
き
で
あ
る41

）
。」
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宗
教
と
科
学
の
板
ば
さ
み
に
お
け
る
大
論
争
は
両
者
に
真
理
が
あ
り
、
宗
教

が
人
間
の
文
化
を
貫
い
て
い
る
こ
と
で
、
あ
る
種
の
永
遠
の
真
理
や
事
実
を
表

す
に
違
い
な
い
と
ス
ペ
ン
サ
ー
は
主
張
し
た
。
も
し
両
方
と
も
に
、
真
理
に
基

盤
が
あ
れ
ば
、
お
互
い
に
基
本
的
な
調
和
が
た
も
て
る
は
ず
で
あ
る
。
完
全
で

永
遠
の
対
立
に
あ
る
二
種
の
真
理
が
あ
る
と
い
う
の
は
無
理
で
あ
る
、
と
ス
ペ

ン
サ
ー
は
述
べ
て
い
る42

）
。

と
こ
ろ
が
、
い
く
ら
ハ
ー
ン
が
ス
ペ
ン
サ
ー
の
信
者
だ
と
い
っ
て
も
、
宗
教

に
対
す
る
姿
勢
は
基
本
的
に
相
違
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
ず
、
ス
ペ
ン

サ
ー
の
傑
作
で
あ
る
『
第
一
原
理
』
に
は
、
宗
教
に
つ
い
て
論
述
す
る
と
き
、

広
く
、
抽
象
的
な
概
念
と
し
て
の
宗
教
と
科
学
と
の
一
致
点
や
相
違
点
を
指
摘

す
る
。
あ
る
宗
教
を
取
り
上
げ
、
そ
の
特
定
の
教
学
と
科
学
と
の
詳
細
を
一
々

対
応
さ
せ
た
り
、
比
較
し
た
り
す
る
こ
と
が
殆
ど
な
い
。
ス
ペ
ン
サ
ー
は
い
ず

れ
の
宗
教
に
も
属
さ
な
か
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
ど
の
宗
教
も
少
し
も
信
じ
て

い
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ハ
ー
ン
は
仏
教
徒
と
自
ら
名
乗
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

仏
教
哲
学
の
熱
心
な
支
持
者
で
あ
り
、
上
述
の
寺
僧
と
の
対
話
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
仏
教
を
一
つ
の
思
想
系
統
と
し
て
大
い
に
敬
意
を
表
し
た
。
ゆ
え
に
、

ハ
ー
ン
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
科
学
と
宗
教
一
般
と
の
一
致
思
想
を
仏
教
に
当
て
嵌

め
、
詳
し
く
展
開
さ
せ
た
。
特
に
、「
前
世
の
観
念
」
に
カ
ル
マ
、
遺
伝
と
進

化
（
心
理
的
進
化

“p
sy
ch
o
lo
g
ica
l ev

o
lu
tio
n
”

を
中
心
に
）
を
詳
し
く
取
り
上

げ
る
。
ハ
ー
ン
は
仏
教
と
科
学
の
一
つ
の
一
致
点
と
し
て
、
人
の
心
理
、
心
の

あ
り
よ
う
が
過
去
の
心
の
経
験
に
因
る
こ
と
を
あ
げ
る
。
こ
れ
は
、
科
学
に
も

仏
教
に
も
通
じ
る
因
果
関
係
（
作
用
、
反
作
用

“ca
u
se a

n
d
 
effect”

）
を
指
し

て
い
る
が
、
仏
教
に
お
い
て
は
そ
の
原
動
力
は
カ
ル
マ
で
あ
っ
て
、
科
学
で
は

遺
伝

“h
ered

ity
”

に
帰
す
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の
著
作
中
で
は
仏
教
は
あ
ま
り

課
題
に
な
ら
な
い
が
、
ハ
ー
ン
が
見
た
西
洋
の
新
宗
教
の
未
来
に
は
仏
教
思
想

が
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
未
来
の
宗
教
は
「
総
合
哲
学

の
全
部
の
力
で
支
持
さ
れ
、
た
だ
仏
教
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
概
念
が
非
常
に

精
確
だ
と
い
う
点
だ
け
で
…
…
そ
し
て
仏
教
に
お
け
る
業
の
教
義
に
似
た
、
新

し
い
精
神
的
法
則
を
説
い
て
ゆ
く
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る43

）
。」

科
学
思
想
家
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
目
に
見
え
な
い
も
の
、
科

学
の
実
験
で
確
か
め
ら
れ
な
い
も
の
一
切
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
か
え

っ
て
、
同
じ
真
理
、
同
じ
現
実
の
裏
と
表
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
て
、
科
学
が

身
近
で
見
え
る
局
面
で
、
宗
教
は
遠
く
離
れ
た
、
隠
れ
た
局
面
を
表
す
と
し
て

い
る44

）
。
ス
ペ
ン
サ
ー
も
、
ハ
ー
ン
も
科
学
の
可
能
性
は
無
限
だ
と
信
じ
て
い
た

の
で
、
宇
宙
の
原
動
力
、
基
本
的
な
真
理
は
い
つ
ま
で
も

“th
e
 
u
n
k
n
o
w
a
-

b
le”

（
不
可
知
の
存
在
）
で
在
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
ペ
ン
サ
ー
自

身
、
こ
の
事
実
を
主
張
し
た
。「
宗
教
と
科
学
が
和
解
で
き
る
た
め
に
は
、
そ

の
和
解
の
根
拠
が
も
っ
と
も
深
く
、
も
っ
と
も
広
く
、
そ
し
て
、
も
っ
と
も
正

確
な
事
実
に
基
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い

つ
ま
り
、
宇
宙
が
我
々
に
明
示
し
て

く
れ
る
力
が
不
可
解
で
あ
る45

）

」
心
で
も
物
質
で
も
究
極
の
真
理
で
も
な
い
。

ス
ペ
ン
サ
ー
は
い
う
。「
こ
の
両
方
の
言
葉
『
唯
心
論
』

sp
iritu

a
lism

）
と
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『
唯
物
論
』

m
a
teria

lism

）
と
は
、（
真
理
の
）
仕
事
究
極
点
で
も
な
い
の
だ
。

主
観
と
客
観
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
相
反
す
る
概
念
で
あ
る
精
神

（
心
）
仕
事
と
物
体
と
い
う
区
別
が
必
要
と
な
っ
て
い
く
が
、
平
等
に
両
方
と

も
の
根
底
に
あ
る
の
は
「
未
知
の
現
実
」
の
印
で
あ
る
。」

“H
e
 
w
ill
 
see

 
th
a
t th

o
u
g
h th

e rela
tio
n o

f su
b
ject a

n
d o

b
ject ren

d
ers n

ecessa
ry

 
to u

s th
ese a

n
tith

etica
l co

n
cep

tio
n
s o
f S
p
irit a

n
d M

a
tter;

th
e o
n
e

 
is n

o
 
less th

a
n
 
th
e o

th
er to

 
b
e reg

a
rd
ed
 
a
s b

u
t a

 
sig
n
 
o
f th

e
 

U
n
k
n
o
w
n R

ea
lity w

h
ich u

n
d
erlies b

o
th 46

）”

汎
神
論
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
神
が
内
在
し
、
一
切
万
有
が
神
で
あ
る
と
い

う
点
で
、
す
べ
て
は
神
に
よ
っ
て
繫
が
っ
て
い
て
、
一
体
で
あ
る
。
そ
し
て
、

仏
教
の
縁
起
法
で
は
、
森
羅
万
象
の
す
べ
て
の
現
象
は
無
数
の
条
件
や
原
因
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
な
り
の
意
味
で
す
べ
て
は
接
続
さ
れ
、
ま
た

一
体
性
を
持
つ
と
し
て
い
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
も
同
様
な
現
象
を
説
明

す
る
。
便
宜
上
、
進
化
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
い
ろ
い
ろ
な
も
の
に
当
て
嵌
め
る

が
、
進
化
が
分
裂
し
て
働
く
こ
と
は
な
い
。
逆
に
、
宇
宙
の
全
体
に
わ
た
っ
て

同
じ
過
程
が
容
赦
な
く
起
こ
り
つ
つ
あ
る
の
だ
。
ス
ペ
ン
サ
ー
は
言
う
。

「
わ
れ
わ
れ
は
進
化
と
い
う
も
の
が
、
天
文
学
的
、
地
質
学
的
、
生
物
学

的
、
心
理
学
的
、
そ
し
て
社
会
学
的
な
ど
と
い
う
ふ
う
に
分
類
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
同
じ
変
身
が
す
べ
て
の
区
分
に
亘
る
こ
と
は
偶
然

の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
区
分
は
た
だ
習
慣
的

な
も
の
を
理
解
で
き
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
宇
宙
の
構
成
要
素
で
あ
る
。
従
っ

て
、
共
通
点
の
あ
る
、
数
種
の
進
化
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
唯

一
の
進
化
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
、
同
じ
よ
う
に
、
働
い
て
い
る47

）
。」

そ
し
て
、
ハ
ー
ン
の
汎
神
論
思
想
は
、
後
年
の
仏
教
へ
の
関
心
の
前
触
れ
で

あ
っ
た
よ
う
だ
。
神
の
存
在
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
宿
っ
て
い
る
と
い
う
要
素
は
、

仏
教
の
業
・
因
果
・
縁
起
法
の
、
す
べ
て
が
働
き
あ
い
な
が
ら
、
繫
が
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
一
体
で
あ
る
こ
と
、
に
似
通
っ
て
い
る
。
ハ
ー
ン
は
、
ス
ペ
ン
サ

ー
の
生
物
学
に
も
こ
の
よ
う
な
思
想
が
通
じ
合
っ
て
い
る
と
見
て
い
た
。
ハ
ー

ン
の
解
釈
に
よ
る
と
、「
業
」（
カ
ル
マ
）
の
原
動
力
は
「
渇
愛
」（ta

n
h
a

）
で

あ
っ
て
、
つ
ま
り
、
激
し
い
渇
き
の
よ
う
な
、
執
着
や
愛
着
の
こ
と
を
い
う
。

特
に
、
生
へ
の
欲
望
に
よ
っ
て
、
業
が
生
み
出
さ
れ
る
と
仏
教
に
説
か
れ
て
い

る
の
だ
。
ハ
ー
ン
が
見
た
ス
ペ
ン
サ
ー
の
生
物
学
は
、
生
物
の
性
向
と
変
種
と

を
両
極
性

th
e tra

n
sm
issio

n o
f ten

d
en
cies,

a
n
d th

eir v
a
ria
tio
n
s b

y a
 

th
eo
ry o

f p
o
la
rities

）

生
理
学
上
の
単
位
の
両
極
性
説
｜
｜
に
よ
っ
て
説

明
し
て
い
る
。
ハ
ー
ン
は
い
う
。

こ
の
両
極
性
説
と
、
仏
教
の
渇
愛
説
と
の
あ
い
だ
に
は
、
相
違
よ
り
相
似

の
方
が
多
く
あ
る
。「
業
」
と
遺
伝
、「
渇
愛
」
と
両
極
性

こ
れ
は
、

い
ず
れ
も
、
そ
の
究
極
の
性
質
に
至
っ
て
は
、
ど
う
説
明
の
し
よ
う
も
な

い
も
の
で
あ
る
。
仏
教
も
、
科
学
も
、
こ
の
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
た
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だ
、
注
意
に
値
す
る
事
実
は
、
両
者
と
も
に
、
異
な
っ
た
名
称
の
も
と
に
、

同
じ
現
象
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ48

）
。

ハ
ー
ン
の
解
釈
で
は
、「
業
」
は
「
遺
伝
」
に
類
似
し
、
こ
の
点
に
お
い
て

も
科
学
（
進
化
論
）
に
引
き
つ
け
な
が
ら
論
じ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
業
思
想

の
中
に
道
徳
（
モ
ラ
ル
）
が
内
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
て
い
る
。
つ
ま
り
、
今

日
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と
は
、
明
日
に
響
く
の
で
あ
る
。
上
記
の
通
り
、
ハ
ー

ン
の
進
化
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
カ
ル
マ
の
働
き
に
よ
っ
て
、
現
在
は
過
去
の

作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
と
過
去
の
行
為
と
が
結
び
付
き
合
い
、
未
来
の
状

態
を
決
定
す
る
。
こ
の
意
味
で
こ
そ
、
業
に
動
か
さ
れ
て
い
る
進
化
に
よ
っ
て

は
、
物
質
の
世
界
に
も
精
神
世
界
に
も
道
徳
的
な
秩
序
、
倫
理
体
系
が
つ
く
ら

れ
る
。
こ
の
道
徳
秩
序
も
、
物
質
、
精
神
両
世
界
に
及
ぶ
。
ハ
ー
ン
が
ア
メ
リ

カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
読
者
に
訴
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
仏
教
に
よ
る
道
徳
、

倫
理
観
は
堅
固
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
は
日
本
人
の
モ
ラ
ル
に
対
す
る
、

宣
教
師
た
ち
の
否
定
的
な
評
価
と
は
対
立
し
た
。
大
切
な
の
は
、
仏
教
の
教
学

に
は
、
物
質
的
な
進
化
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
精
神
的
な
進
化
も
裏
付

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
、
と
い
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
に
、
空
に
あ
る
天
国

に
む
か
っ
て
、
神
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
往
生
を
望
ま
な
く
て
も
、
宇
宙
も
、

精
神
も
、
業
の
結
合
で
あ
っ
て
、
精
神
の
進
化
の
最
終
的
な
目
的
が
涅
槃
で
あ

る
。
ハ
ー
ン
は
、
仏
教
に
ス
ペ
ン
サ
ー
の
「
総
合
哲
学
」
に
似
通
っ
た
理
念
を

見
出
せ
た
。
進
化
は
、
始
め
無
き
、
終
わ
り
無
き
、
限
り
な
き
も
の
で
、
究
極

の
目
的
、
到
達
点
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
れ
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の

“G
rea

t
 

U
n
k
n
o
w
n
”

で
あ
り
、
涅
槃
と
同
じ
よ
う
に
、
認
識
、
意
識
を
超
越
し
た
無
我

の
境
界
で
あ
る
。

７

ト
マ
ス
・
ハ
ク
ス
リ
ー
の
進
化
論
と
仏
教
観

｜
ハ
ー
ン
と
の
相
似
と
相
違

ハ
ク
ス
リ
ー
が
「
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
ブ
ル
ド
ッ
グ
」
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
ダ
ー

ウ
ィ
ン
の
『
種
の
起
原
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
進
化
論
を
固
く
、
強
く
主
張
、

支
持
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ハ
ク
ス
リ
ー
自
身
も
優
れ
た
生
物
学
者
だ
っ
た
が
、

当
時
の
イ
ン
テ
リ
層
の
多
く
の
人
々
と
同
じ
く
、
宗
教
、
哲
学
、
そ
し
て
倫
理

学
と
数
多
く
の
分
野
に
わ
た
っ
て
活
躍
し
た
。
当
時
、
倫
理
と
道
徳
の
領
域
と

科
学
思
想
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
現
代
の
科

学
、
科
学
思
想
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
そ
の
時
代
に
は
、
倫
理
や
道
徳
が
科
学

の
発
展
状
態
と
方
向
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

ハ
ク
ス
リ
ー
の
著
作
の
『
進
化
論
と
倫
理
』

E
v
o
lu
tio
n
 
a
n
d
 
E
th
ics

）
と

『
科
学
と
道
徳
』

S
cien

ce a
n
d M

o
ra
ls

）
な
ど
を
見
れ
ば
、
そ
の
傾
向
が
一
目

瞭
然
で
あ
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ハ
ク
ス
リ
ー
、
ヘ
ッ
ケ
ル
、
そ
し
て
ハ
ー
ン
は
、

進
化
論
の
倫
理
的
な
価
値
や
、
ど
う
い
う
意
味
が
包
含
さ
れ
て
い
た
の
か
を
十

分
に
認
識
し
て
い
た
。
も
し
、
天
地
創
造
説
が
進
化
論
に
置
き
換
え
ら
れ
た
な

ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宇
宙
観
が
覆
っ
て
、
人
々
の
道
徳
や
人
生
観
の
根
本
的
な

レ
ベ
ル
に
ま
で
強
く
影
響
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
は
、
西
洋
文
明
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の
高
層
体
現
で
な
く
な
り
、
む
し
ろ
、「
西
洋
文
明
は
宗
教
と
は
切
り
離
さ
れ

た
自
然
科
学
的
な
合
理
性
の
も
と
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る49

）
」。
日
本
で
も
、

明
治
初
期
の
啓
蒙
思
想
に
よ
っ
て
、
宗
教
と
倫
理
は
は
っ
き
り
と
異
な
る
も
の

と
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
日
で
も
、
宗
教
・
科
学
の
領
域
を
め
ぐ

っ
て
の
倫
理
問
題
は
、
幹
細
胞
研
究

stem
 
cell resea

rch

）
と
い
う
重
大
な
医

学
的
、
倫
理
的
問
題
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
我
々
も
同
じ
問
題
に
直
面
し
て
い

る
状
態
な
の
だ
。

ハ
ク
ス
リ
ー
は
唯
物
論
に
基
づ
い
た
科
学
思
想
を
主
張
し
た
。
こ
れ
は
、
世

界
的
に
高
く
評
価
さ
れ
、
考
え
方
を
同
じ
く
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
ス
ペ
ン
サ
ー
や

ド
イ
ツ
の
ヘ
ッ
ケ
ル
と
交
流
し
、
親
し
い
関
係
を
作
っ
た
。
一
八
九
八
年
以
前

で
も
ハ
ク
ス
リ
ー
の
著
作
は
部
分
的
に
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
た
。
本
格
的

に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
思
想
が
中
国
に
入
っ
た
き
っ
か
け
は
、
一
八
九
九
年
の
ハ
ク

ス
リ
ー
の
『
進
化
論
と
倫
理
』
の
中
国
語
訳
の
刊
行
で
あ
っ
た50

）
。
英
語
の
言
葉

「a
g
n
o
stic

」（
不
可
知
論
）
を
は
じ
め
て
作
っ
た
の
は
、
ハ
ク
ス
リ
ー
だ
っ
た
。

神
や
究
極
の
問
題
に
つ
い
て
、
あ
る
神
秘
的
直
感
、
つ
ま
り
、
グ
ノ
ー
シ
ス
を

得
た
と
言
う
人
に
対
し
て
、
ハ
ク
ス
リ
ー
自
身
は
、
そ
ん
な
閃
き
が
一
切
な
く
、

g
n
o
sis

（
グ
ノ
ー
シ
ス
）
の
反
対
を
表
す
接
頭
辞
「a

」
を
つ
け
て
、a

g
n
o
s-

tic

（
反
グ
ノ
ー
シ
ス
）
と
し
た
。
こ
れ
が
日
本
語
の
「
不
可
知
論
」
に
当
た
る

言
葉
で
あ
る
。

ハ
ク
ス
リ
ー
の
『
進
化
論
と
倫
理
』
は
一
八
九
三
年
に
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大

学
の
第
二
回
目
の
ロ
マ
ネ
ス
講
演

R
o
m
a
n
es L

ectu
re

）
で
発
表
し
た
も
の
だ

っ
た
。
二
万
語
未
満
の
こ
の
論
文
の
中
に
は
、
進
化
思
想
が
一
本
の
糸
の
よ
う

に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
中
身
の
殆
ど
は
イ
ン
ド
と
ギ
リ
シ
ャ
の
思
想

と
進
化
論
と
の
類
似
性
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
文
明
に
ど
の
よ
う
に
進
化
思
想

が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
指
摘
し
て
い
る
。
ハ
ク
ス
リ
ー
は
宇
宙
が
循
環
的

な
進
化
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
断
定
し
、
紀
元
前
六
世
紀
に
は
、
イ
ン
ド
や

ギ
リ
シ
ャ
に
（
印
度
の
場
合
は
バ
ラ
モ
ン
教
と
仏
教
、
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
は
ス
ト

ア
派
に
）
そ
の
思
想
が
す
で
に
あ
っ
た
こ
と
を
提
示
す
る
。
仏
教
思
想
の
観
念

に
関
し
て
は
、
輪
廻
、
カ
ル
マ
（
業
）、
無
我
、
諸
行
無
常
、
な
ど
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
仏
教
の
観
念
に
、
自
然
科
学
で
立
証
さ
れ
て

い
る
い
く
つ
か
の
特
色
を
指
摘
し
な
が
ら
当
て
嵌
め
る
。
例
え
ば
、
遺
伝
と
カ

ル
マ
と
の
思
想
上
の
類
似
性
な
ど
で
あ
る
。
以
下
に
仏
教
に
対
す
る
い
く
つ
か

の
ハ
ク
ス
リ
ー
の
考
察
を
列
挙
し
、
ハ
ー
ン
の
仏
教
観
、
自
然
観
と
照
ら
し
合

わ
せ
な
が
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。

先
ず
は
、
仏
教
に
通
ず
る
ハ
ク
ス
リ
ー
の
発
言
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

宇
宙
の
も
っ
と
も
明
白
な
特
色
は
無
常
で
あ
る
こ
と
だ
。
不
変
な
実
体
と

い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
絶
え
間
の
な
い
変
化
過
程
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流

れ
や
そ
れ
を
貫
く
合
理
的
秩
序
を
存
在
さ
せ
る51

）
。

バ
ー
ク
レ
ー
が
あ
ま
り
は
っ
き
り
と
感
知
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
心
の
実

体
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
こ
と
だ
。
ゴ
タ

マ
（
釈
迦
）
は
現
代
の
最
高
の
理
想
主
義
者
（
バ
ー
ク
レ
ー
）
よ
り
も
深
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く
見
極
め
た
こ
と
は
イ
ン
ド
の
思
弁
の
巧
妙
さ
の
顕
著
な
証
明
に
な
る
。

し
か
し
、
バ
ー
ク
レ
ー
の
精
神
に
関
し
て
の
推
論
を
展
開
さ
せ
れ
ば
、
殆

ど
同
じ
結
末
に
到
達
す
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う52

）
。

全
宇
宙
に
は
永
遠
の
も
の
は
存
在
し
な
い
。
心
（
精
神
）
に
も
物
質
に
も
、

永
遠
の
実
体
は
な
い
。
個
性
は
形
而
上
学
上
の
空
想
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し

て
、
真
実
に
は
我
々
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
も
の
は
、
幻
覚
連
鎖
に

存
在
す
る
無
数
の
世
界
の
中
で
の
、
夢
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る53

）
。

そ
し
て
、
仏
教
に
つ
い
て
の
論
述
の
最
後
で
、
仏
教
が
世
界
に
広
ま
る
理
由
、

成
功
の
元
は
絶
対
的
な
神
の
不
在
、
永
遠
不
朽
の
魂
（so

u
l

）
の
否
定
、
命
が

永
遠
に
続
く
信
仰
を
間
違
い
と
し
て
捉
え
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
永
遠
の
命
の

願
望
こ
そ
は
罪
で
あ
る
こ
と
と
、
祈
り
や
生
贄
を
さ
さ
げ
る
こ
と
が
無
効
で
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
、
人
間
は
自
力
、
つ
ま
り
、
自
分
の
努
力
で
救
済
を
求
め
る

し
か
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
と
述
べ
る54

）
。
先
に
見
て
き
た
と
お
り
、
ハ
ー
ン
も

殆
ど
こ
れ
と
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
ハ
ク
ス
リ
ー
の
仏
教
哲
学
、
思
想
に
対
す
る
姿
勢
は
非
常
に
肯
定
的

な
も
の
で
あ
る
。
釈
迦
に
よ
る
心
理
的
な
発
見
は
、
バ
ー
ク
レ
ー
の
結
論
を
二

千
年
以
上
前
に
先
取
り
し
、
そ
し
て
、
十
九
世
紀
後
半
に
発
見
、
立
証
さ
れ
た

進
化
論
や
遺
伝
に
も
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
ハ
ク
ス
リ
ー
は
称
賛
す
る
。
バ
ー

ク
レ
ー
が
啓
蒙
思
想
期
の
中
心
的
な
人
物
だ
っ
た
の
で
、
唯
物
論
の
破
壊
と
い

え
ば
、
バ
ー
ク
レ
ー
を
取
り
上
げ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ハ
ー

ン
は
バ
ー
ク
レ
ー
に
つ
い
て
エ
ッ
セ
イ
を
書
き
、
学
校
の
教
材
と
し
て
使
っ
て

い
た
。
バ
ー
ク
レ
ー
が
西
洋
に
お
け
る
先
駆
的
な
思
想
家
と
し
て
ハ
ー
ン
の
高

い
評
価
を
得
る
が
、
バ
ー
ク
レ
ー
は
唯
物
論
の
破
壊
に
と
ど
ま
り
、
心
・
魂
も

無
常
、
無
我
で
あ
る
こ
と
ま
で
は
見
抜
い
て
い
な
か
っ
た55

）
。
ハ
ク
ス
リ
ー
の
バ

ー
ク
レ
ー
と
釈
迦
と
の
比
較
は
、
昔
の
イ
ン
ド
の
思
想
が
啓
蒙
期
の
最
高
の
思

想
家
の
一
人
で
あ
る
バ
ー
ク
レ
ー
よ
り
一
層
深
い
真
理
に
到
達
し
て
い
た
こ
と

を
見
せ
る
た
め
だ
っ
た
。

ハ
ー
ン
の
場
合
は
ハ
ク
ス
リ
ー
と
同
じ
結
論
に
達
し
た
が
、
そ
の
目
的
は
違

っ
た
。
当
時
の
日
本
に
は
唯
物
論

m
a
teria

lism

）
や
無
宗
教
が
蔓
延
っ
て
い

る
と
非
難
さ
れ
て
い
た
と
ハ
ー
ン
は
述
べ
て
い
る56

）
。
だ
か
ら
ハ
ー
ン
の
執
筆
の

目
的
の
一
つ
は
日
本
の
仏
教
の
代
表
で
あ
る
釈
迦
の
教
え
の
理
性
、
合
理
性
が

欧
米
の
思
想
よ
り
も
レ
ベ
ル
が
高
い
と
い
う
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
の
読
者
に
伝
え

る
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ハ
ー
ン
の
エ
ッ
セ
イ
の
冒
頭
に
は
っ
き
り
言
っ
て

い
る
そ
の
理
由
は
ど
う
で
あ
れ
、
ハ
ー
ン
と
ハ
ク
ス
リ
ー
の
バ
ー
ク
レ
ー
と
釈

迦
の
位
置
に
つ
い
て
の
考
え
は
同
等
な
も
の
で
あ
っ
た
。

ハ
ー
ン
も
ハ
ク
ス
リ
ー
の
薫
陶
を
受
け
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
ハ
ク
ス
リ
ー

と
同
じ
く
、
ハ
ー
ン
も
遺
伝
と
カ
ル
マ
と
を
同
一
視
す
る
。
ハ
ー
ン
は
遺
伝
と

カ
ル
マ
が
「
異
な
っ
た
名
称
の
も
と
に
、
同
じ
現
象
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ

と
だ
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る57

）
。
ハ
ク
ス
リ
ー
も
『
進
化
論
と
倫
理
』
で
こ
の
こ

と
を
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
ハ
ー
ン
の
解
釈
に
と
て
も
近
い
。
そ
し
て
、
ハ
ー

ン
の
『
心
』
に
収
録
さ
れ
る
「
前
世
の
観
念
」
で
は
、
ハ
ク
ス
リ
ー
の
『
進
化
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論
と
倫
理
』
か
ら
輪
廻
の
存
在
を
肯
定
す
る
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。「
進
化

論
そ
の
も
の
と
同
じ
よ
う
に
、
輪
廻
説
は
、
実
在
の
世
界
に
根
拠
を
も
っ
て
い

る58
）

」。
ハ
ク
ス
リ
ー
も
ハ
ー
ン
も
こ
の
「
セ
ル
フ
」
と
い
う
の
は
錯
覚
の
集
合

体
に
過
ぎ
ず
、
カ
ル
マ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

宗
教
の
話
を
め
ぐ
っ
て
は
、
形
而
上
学
的
な
話
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
倫
理
の
問

題
が
重
要
で
あ
る
。
無
論
、
宗
教
の
も
つ
大
き
な
意
味
は
、
な
に
を
信
ず
べ
き

か
、
ど
う
生
き
る
べ
き
か
と
い
っ
た
問
い
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

信
仰
の
力
で
救
済
す
る
と
し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
や
浄
土
真
宗
に
お
い
て
も
、

人
間
の
言
動
、
行
為
、
他
者
の
扱
い
や
他
者
に
対
す
る
態
度
な
ど
は
け
っ
し
て

看
過
で
き
な
い
事
柄
だ
。
キ
リ
ス
ト
や
阿
弥
陀
仏
を
信
仰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

死
後
天
国
に
昇
れ
た
り
、
西
方
の
極
楽
浄
土
に
往
生
で
き
た
り
す
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
地
上
の
世
界
に
い
る
限
り
、
自
分
の
行
動
の
責
任
を
見
逃
す
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
十
九
世
紀
の
科
学
者
や
哲
学
者
も
こ
の
問
題
に
重
点
を
置
い
た
。

ス
ペ
ン
サ
ー
、
ハ
ク
ス
リ
ー
、
そ
し
て
ヘ
ッ
ケ
ル
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
そ

の
中
で
、
ハ
ク
ス
リ
ー
が
一
段
と
深
く
こ
の
問
題
に
切
り
込
ん
だ
の
だ
。
彼
の

『
進
化
論
と
倫
理
』
で
は
様
々
な
視
点
か
ら
こ
の
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。

上
述
の
通
り
、
ハ
ク
ス
リ
ー
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
友
人
で
あ
り
、
支
持
者
で
も
あ

っ
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て
に
賛
同
し
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
特

に
ス
ペ
ン
サ
ー
の
「
適
者
生
存
」
に
倫
理
的
に
反
対
し
た
。
ハ
ク
ス
リ
ー
の
こ

の
思
想
の
解
釈
は
、
動
植
物
が
完
成
の
目
標
に
近
づ
く
の
は
、
存
在
す
る
た
め

の
苦
闘
を
し
て
き
た
わ
け
で
（
い
わ
ゆ
る
「
適
者
生
存
」）、
従
っ
て
、
社
会
の

人
々
も
、
倫
理
的
な
存
在
と
し
て
、
完
成
へ
近
づ
く
た
め
の
後
押
し
と
し
て
、

同
じ
過
程
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間

も
必
然
の
結
果
と
し
て
、
生
存
競
争
を
生
き
、
環
境
な
ど
に
適
応
す
る
た
め
に
、

苦
闘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、
生
存
で
き
た
も
の
は
絶
滅
し
た
も
の
よ

り
も
い
い
と
か
優
れ
て
い
る
と
見
な
す
の
は
間
違
っ
て
い
る
、
と
ハ
ク
ス
リ
ー

は
言
う
。「
最
高
」
や
「
優
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
倫
理
・
道
徳
的
な
色
彩

が
あ
る
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
生
存
と
絶
滅

は
計
り
知
れ
ず
、
そ
れ
は
無
数
の
条
件
や
原
因
に
よ
る
も
の
な
の
だ
か
ら
。
ハ

ク
ス
リ
ー
は
言
う
。

「
最
適
者
」
と
い
う
の
は
、「
最
高
」
と
い
う
暗
示
的
な
意
味
が
あ
り
、

そ
し
て
、「
最
高
」
と
い
う
言
葉
の
周
り
に
倫
理
・
道
徳
の
空
気
が
漂
う
。

と
こ
ろ
が
、
全
宇
宙
の
中
で
、「
最
適
者
」
で
あ
る
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な

条
件
や
原
因
に
よ
る
の
で
あ
る59

）
。

か
え
っ
て
、
ハ
ク
ス
リ
ー
は
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
と
も
ヘ
ッ

ケ
ル
と
も
違
っ
て
い
た
。
社
会
の
進
化
や
向
上
を
遂
げ
る
た
め
に
は
、
絶
え
間

な
く
、
こ
の
宇
宙
の
適
者
生
存
に
伴
う
苦
闘
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
抵
抗
し
、
そ

れ
を
抑
制
す
る
必
要
が
あ
る
。
自
然
に
起
こ
っ
て
い
る
進
化
を
人
間
の
社
会
に

当
て
嵌
め
ず
に
、
逆
に
、
適
者
生
存
思
想
を
倫
理
思
想
に
置
き
換
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
到
達
点
は
あ
ら
ゆ
る
条
件
に
応
じ
て
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最
適
者
し
か
生
存
し
な
い
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
倫
理
的
に
最
高
の
人
間
が

生
存
す
る
の
で
あ
る60

）
。

だ
か
ら
、
倫
理
的
に
最
高
の
言
行

つ
ま
り
、
善
良
や
美
徳
と
呼
ぶ
も
の

を
宇
宙
的
な
存
在
の
苦
闘
に
よ
り
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、
反
対
の
行
為

を
必
要
と
す
る
。
冷
酷
な
自
己
主
張
よ
り
、
自
制
を
必
要
と
す
る
。
競
争
相
手

を
突
き
飛
ば
し
、
踏
み
躙
る
の
で
は
な
く
、
他
人
を
尊
敬
し
、
ま
た
援
助
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
目
的
は
、
最
適
者
と
い
う
よ
り
、

む
し
ろ
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
々
を
生
存
に
適
う
者
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と

ハ
ク
ス
リ
ー
は
促
す61

）
。
下
記
は
ハ
ク
ス
リ
ー
の
社
会
進
化
論
思
想
の
基
本
的
な

立
場
の
概
略
で
あ
る
。

宇
宙
の
自
然
に
お
い
て
は
、
存
在
の
苦
闘
は
立
派
な
業
績
を
挙
げ
た
が
、

こ
れ
は
倫
理
上
で
も
平
等
に
慈
悲
深
い
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。
私
の
主
張

が
本
当
で
あ
れ
ば
、
宇
宙
の
プ
ロ
セ
ス
が
倫
理
と
一
切
関
係
が
な
け
れ
ば
、

人
間
が
そ
れ
を
真
似
る
こ
と
が
倫
理
の
第
一
原
理
に
矛
盾
す
れ
ば
、
こ
の

意
外
な
理
論
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
。
最
終
的
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
社
会
の
倫
理
的
な
進
展
が
、
宇
宙
の
プ
ロ
セ
ス
を
真
似
る
こ

と
や
そ
こ
か
ら
逃
げ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
そ
の
プ
ロ
セ
ス

に
抵
抗
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
だ

…th
e eth

ica
l p
ro
g
ress o

f so
ciety

 
d
ep
en
d
s,
n
o
t o
n im

ita
tin
g th

e co
sm
ic p

ro
cess,

still less in ru
n
n
in
g

 
a
w
a
y fro

m
 
it,
b
u
t in co

m
b
a
tin
g it 62

）
）
。

ハ
ー
ン
に
と
っ
て
ハ
ク
ス
リ
ー
は
尊
敬
の
対
象
で
は
あ
っ
た
が
、
ハ
ー
ン
の

見
方
は
多
少
こ
れ
と
相
違
が
あ
る
。
進
化
の
媒
体
で
あ
る
遺
伝
と
そ
れ
に
相
応

す
る
仏
教
の
カ
ル
マ
（
こ
の
意
味
で
業
や
因
果
関
係
を
表
す
）
と
い
う
観
念
と
が

倫
理
的
意
義
を
有
す
る
、
と
ハ
ー
ン
は
主
張
し
た
。
ハ
ー
ン
は
次
の
よ
う
に
言

う
。

仏
教
は
、
依
然
と
し
て
人
類
の
あ
こ
が
れ
に
深
い
合
致
を
も
ち
、
道
徳
的

進
歩
と
調
和
す
る
貴
重
な
道
徳
上
の
有
効
な
仮
説
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

物
質
的
宇
宙
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
実
在
を
、
信
ず
る
信
じ
な
い
に
か
か
わ

ら
ず
、
説
明
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
遺
伝
の
法
則

特
殊
化
し
な
い
生

殖
細
胞
の
な
か
に
、
種
族
お
よ
び
個
人
の
性
向
が
伝
え
ら
れ
る
事
実

の
倫
理
的
意
義
は
、
因
果
説
の
存
在
を
肯
定
す
る63

）
。

こ
こ
で
は
倫
理
と
遺
伝
と
が
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
の
だ
。
ハ
ー
ン
の

理
解
で
は
、
遺
伝
は
た
だ
の
宇
宙
の
情
報
交
換
の
媒
体
に
過
ぎ
な
い
よ
う
だ
。

だ
か
ら
、
遺
伝
そ
の
も
の
が
「
倫
理
」
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
宇
宙
の

進
化
や
動
き
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
、
一
つ
の
倫
理
的
な
原
理
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
人
間
か
ら
原
子
ま
で
、
森
羅
万
象
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
ま
で
及
ぶ
。
こ
の

よ
う
な
考
え
方
で
業
に
よ
っ
て
動
い
て
い
る
遺
伝
は
冷
酷
な
法
則
で
あ
る
し
、

か
な
ら
ず
倫
理
的
に
一
番
優
れ
て
い
る
人
々
を
生
存
さ
せ
る
と
は
い
え
な
い
。
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倫
理
的
に
ハ
ク
ス
リ
ー
と
ハ
ー
ン
の
間
に
業
と
遺
伝
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
多

少
相
違
し
て
い
る
が
、
両
方
と
も
宇
宙
の
プ
ロ
セ
ス
を
貫
い
て
い
る
の
は
理
論

的
秩
序
で
あ
る
と
し
、
ハ
ー
ン
は
こ
れ
を
業
の
力
で
あ
る
と
す
る
。
ハ
ー
ン
は

こ
れ
を
次
の
よ
う
に
表
す
。

古
代
の
仏
教
哲
学
者
が
近
代
科
学
の
諸
事
実
を
知
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、

か
れ
ら
は
、
そ
う
し
た
科
学
的
事
実
の
解
釈
に
、
か
れ
ら
の
教
義
を
、
驚

く
ほ
ど
う
ま
く
適
用
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
原
子
の

跳
躍
も
、
分
子
の
親
和
も
、
エ
ー
テ
ル
の
震
動
も
、
か
れ
ら
の
「
業
」
と

い
う
理
論
に
よ
っ
て
、
お
も
し
ろ
い
、
恐
ろ
し
い
よ
う
な
方
法
で
解
明
し

た
か
も
し
れ
な
い64

）
。

８

ヘ
ッ
ケ
ル
の
一
元
論
宗
教
と
ハ
ー
ン
の

“H
ig
h
er B

u
d
d
h
ism

”

の
類
似
性

ヘ
ッ
ケ
ル
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
及
び
ハ
ク
ス
リ
ー
と
同
じ
く
、
生
物
学
者
で
あ

り
、
哲
学
者
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
初
の
進
化
論
擁
護

者
で
、
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ハ
ク
ス
リ
ー
と
の
交
流
を
通
し
て
、
進
化
論
の
発
展
に

大
き
く
貢
献
し
た
。
多
分
、
ヘ
ッ
ケ
ル
の
一
番
知
ら
れ
て
い
る
思
想
的
な
寄
与

は
、「
個
体
発
生
は
系
統
発
生
を
要
約
す
る
」
と
い
う
反
復
説
で
あ
ろ
う
。
ヘ

ッ
ケ
ル
の
思
想
を
支
え
る
中
軸
は
、
進
化
論
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
一
元
論
思

想
、
さ
ら
に
詳
し
く
い
え
ば
、
本
人
の
言
う
「
一
元
論
宗
教
」
で
あ
る
。
ス
ペ

ン
サ
ー
・
ハ
ク
ス
リ
ー
・
ヘ
ッ
ケ
ル
の
三
人
の
中
で
は
、
ヘ
ッ
ケ
ル
が
一
番
強

固
な
一
元
論
者
だ
っ
た
。
鈴
木
貞
美
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
キ

リ
ス
ト
教
に
対
し
て
、
慎
重
な
姿
勢
を
取
っ
た
し
、
ハ
ク
ス
リ
ー
は
「
不
可
知

者
」
と
し
て
最
終
的
に
神
の
有
無
に
つ
い
て
何
一
つ
確
信
、
主
張
で
き
な
い
と

い
う
。
し
か
し
、
ヘ
ッ
ケ
ル
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
二
元
論
思
想
を
容
赦
な
く
否

定
し
、「
物
質
お
よ
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
不
滅
の
法
則
」
を
根
本
原
理
と
し
、
宇
宙

と
生
物
の
進
化
の
法
則
を
「
永
劫
の
自
然
法
則
」
と
し
て
い
る65

）
。

進
化
論
者
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ま
っ
た
く
同
じ
進
化
論
観
が
あ
る
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
進
化
論
と
ラ
マ
ル
ク
進
化
論
と
に
大
き
く
分
け
ら

れ
、
こ
の
両
者
の
科
学
上
の
相
違
に
よ
っ
て
倫
理
的
な
基
盤
が
大
い
に
変
わ
る
。

ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
進
化
の
主
た
る
原
因
は
、
自
然
淘
汰
に
よ
る
変
化
で
あ
る
と
主

張
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ラ
マ
ル
ク
は
個
体
に
そ
の
生
涯
の
間
に
適
応
に
よ

る
変
化
が
生
じ
、
そ
れ
を
個
体
の
子
孫
が
継
承
す
る
と
い
う
理
論
に
基
づ
く
。

つ
ま
り
、
こ
れ
は
遺
伝
の
法
則
に
関
わ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
獲
得
形
質
の
遺
伝
」

L
’h
ered

ite
d
es ca

ra
cteres a

cq
u
is

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る66

）
。
こ
の
よ
う
な
考

え
方
に
は
、
進
化
が
前
進
的
な
も
の
で
あ
る
と
見
な
し
、
も
の
が
進
化
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
、
よ
り
複
雑
、
よ
り
完
全
な
形
に
と
進
ん
で
い
く
と
い
う
見
方
が
背

景
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
進
化
に
は
目
的
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
生
物
が
進
化

に
よ
っ
て
完
全
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
過
程
を
想
定
す
る
。

し
か
し
、
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
ラ
マ
ル
ク
の
進
化
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論
の
解
釈
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
以
前
の
も
の
で
、
十
八
世
紀
の
啓
蒙
思
想
か
ら
の

理
想
化
さ
れ
た
表
象
を
踏
ま
え
て
い
る
と
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
啓
蒙
期
に
、

個
人
、
社
会
、
国
家
が
そ
れ
ぞ
れ
よ
り
高
尚
な
形
に
進
む
と
信
じ
て
い
た
啓
蒙

思
想
が
ラ
マ
ル
ク
の
進
化
論
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

ラ
マ
ル
ク
は
進
化
が
自
然
法
則
に
従
い
な
が
ら
働
く
こ
と
を
提
唱
し
て
い
た
。

ラ
マ
ル
ク
学
説
に
よ
る
と
、
生
物
の
個
体
が
進
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
よ
り
複
雑

に
な
る
こ
と
と
生
物
個
体
が
生
涯
の
間
に
環
境
に
適
応
す
る
機
能
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
も
ラ
マ
ル
ク
の
進
化
論
へ
の
先
駆
的
貢
献
を
認

め
た
が
、
自
然
淘
汰
の
原
理
に
重
点
を
置
い
た
の
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
最
大
の
貢

献
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
種
の
変
化
の
直
接
的
要
因
と
ヘ
ッ
ケ
ル
は
述
べ
て

い
た67

）
。
ス
ペ
ン
サ
ー
と
ヘ
ッ
ケ
ル
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
を
非
常
に
尊
敬
し
、
偉
大
な

人
物
だ
と
考
え
て
い
た
の
だ
が
、
二
人
の
進
化
論
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
必
ず

し
も
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
同
じ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
学
や
倫

理
学
に
お
け
る
思
想
は
ラ
マ
ル
ク
学
派
的
色
彩
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ラ
マ
ル

ク
学
派
の
人
生
観
に
は
、
冷
酷
な
自
然
に
よ
る
淘
汰
や
無
情
な
働
き
に
よ
っ
て

物
事
が
進
化
し
な
が
ら
変
化
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
個
体
が
、
わ
ず
か

な
が
ら
、
自
分
の
遺
伝
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
善
い
方
に
進
化
し
、
子
孫
を

よ
り
よ
い
、
よ
り
有
利
な
状
態
に
で
き
る
と
い
う
主
張
が
あ
る
。
大
雑
把
に
言

え
ば
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
は
予
測
不
可
能
で
、
日
和
見
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
ラ
マ
ル
ク
学
派
は
個
体
の
内
な
る
独
創
性
に
よ
り
自
ら
の
進
化
過
程
に
貢

献
で
き
る
と
主
張
す
る68

）
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
『
種
の
起
原
』

も
獲
得
形
質
の
遺
伝
（
ラ
マ
ル
ク
説
）
を
認
め
て
い
な
い
わ
け
で
は
決
し
て
な

い
。
し
か
し
、
ハ
ク
ス
リ
ー
は
、
ラ
マ
ル
ク
流
の
進
化
論
の
裏
付
け
が
不
足
と

見
な
し
、
拒
絶
し
た
。

以
上
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
進
化
論
の
解
釈
の
相
違
に
よ
り
、
科
学
観
だ
け

で
は
な
く
、
倫
理
観
も
大
き
く
変
わ
る
こ
と
に
気
付
く
。
ハ
ー
ン
の
進
化
論
の

見
解
に
よ
る
と
、
進
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
生
ま
れ
変
わ
れ
ば
生
ま
れ
変
わ
る

ほ
ど
（
善
行
を
行
う
前
提
で
）
よ
り
涅
槃
と
い
う
最
終
的
、
最
良
の
到
達
点
が

あ
る
と
主
張
し
た
と
こ
ろ
で
ハ
ー
ン
も
ラ
マ
ル
ク
派
に
属
し
た
と
言
っ
て
も
い

い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ハ
ー
ン
自
身
が
、
い
く
ら
自
分
は
進
化
論
者
で
あ
り
、

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
弟
子
で
あ
る
と
名
乗
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
実

態
は
進
化
論
を
主
張
し
た
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
仏
教
思
想
の
裏
づ
け
と
し
て

し
か
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。
斬
新
な
科
学
発
見
で
あ
る
進
化
論
と
遺
伝
説
が
、

ハ
ー
ン
が
い
う
「
業
」

k
a
rm
a

）
や
「
前
世
の
観
念
」

th
e id

ea
 
o
f p

reex
is-

ten
ce

）
や
「
祖
先
崇
拝
」（a

n
cesto

r w
o
rsh

ip

）
と
い
っ
た
仏
教
観
念
に
見
ら

れ
、
立
証
さ
れ
れ
ば
、
東
洋
、
日
本
の
独
特
の
宗
教
で
あ
る
仏
教
の
方
が
、
宣

教
師
に
よ
っ
て
押
し
付
け
ら
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
合
理
的
で
、
科
学
に

合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ハ
ー
ン
の
科
学
と
仏
教
思
想
の
一
致
論
に

お
け
る
言
葉
を
考
慮
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
に
対
す
る
抵
抗

と
い
う
底
意
も
あ
っ
た
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

上
記
で
、
指
摘
し
た
と
お
り
、
ハ
ー
ン
の
言
う
「H

ig
h
er B

u
d
d
h
ism

」

は
、
教
学
的
に
「
大
乗
仏
教
」
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ハ
ー
ン
の
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執
筆
活
動
の
最
高
の
業
績
で
あ
る
『
日
本

一
つ
の
試
論
』
収
録
の
エ
ッ
セ

イ“T
h
e H

ig
h
er B

u
d
d
h
ism

”

で
は
涅
槃
（N

irv
a
n
a

）
と
業

k
a
rm
a

）
と

を
取
り
上
げ
、
哲
学
的
に
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
に
、
ハ
ー
ン
は
そ
の
中
で
、

哲
学
的
仏
教
（P

h
ilo
so
p
h
ica
l B

u
d
d
h
ism

）
と
高
尚
な
仏
教

H
ig
h
er B

u
d
d
-

h
ism

）
を
同
義
の
言
葉
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
冒

頭
で
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
仏
教
を
取
り
上
げ
、
論
述
す
る
三
つ
の
理
由
を
挙

げ
て
い
る
。
そ
の
第
一
の
理
由
は
哲
学
的
仏
教
に
対
す
る
西
洋
人
の
無
知
に
よ

っ
て
、
日
本
の
イ
ン
テ
リ
層
全
体
が
無
神
論
者
で
あ
る
と
非
難
の
対
象
に
な
り

つ
つ
あ
る
こ
と
。
第
二
の
理
由
は
、
西
洋
に
い
る
人
た
ち
は
、
日
本
の
庶
民
の

理
解
は
涅
槃
イ
コ
ー
ル
消
滅
と
し
て
い
る
と
受
け
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
第
三
の
理
由
は
仏
教
は
近
代
の
哲
学
に
関
心
の
あ
る
人
に
と
っ
て
は
、

大
変
興
味
深
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る69

）
。

こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
ハ
ー
ン
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
仏
教
の
世
界
観
は
、
西

洋
の
宗
教
観
（
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
枠
組
み
か
ら
の
）
と
ま
っ
た
く
裏
返
し

で
、
あ
べ
こ
べ
の
「
知
的
風
景
の
珍
し
さ
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
て
も
、

仏
教
観
念
の
中
に
は
西
洋
の
範
疇
に
当
て
は
ま
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ハ

ー
ン
の
言
う“H

ig
h
er B

u
d
d
h
ism

”

は
一
種
の
一
元
論
を
持
っ
て
お
り
、
そ

の
な
か
に
は
「
ド
イ
ツ
や
イ
ギ
リ
ス
の
一
元
論
の
学
説
に
驚
く
ほ
ど
合
致
す
る

教
義
が
含
ま
れ
て
い
る70

）
」。

ハ
ー
ン
は
一
元
論
の
定
義
づ
け
を
試
み
る
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

ま
ず
最
初
に
一
元
論
か
ら
始
め
る
こ
と
に
す
る
。
形
と
か
名
前
を
も
っ
て

い
る
い
っ
さ
い
の
物

仏
、
神
、
人
間
、
い
っ
さ
い
の
生
き
と
し
生
け

る
も
の

太
陽
、
世
界
、
月
、
目
に
見
え
る
い
っ
さ
い
の
宇
宙

は
、

み
な
、
有
為
転
変
、
無
常
の
現
象
で
あ
る
。
…
…
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン

サ
ー
が
言
っ
た
よ
う
に
、
実
体
の
証
左
と
な
る
も
の
は
永
遠
な
も
の
だ
と

考
え
る
と
す
る
と
、
た
れ
も
こ
の
見
方
に
疑
念
を
は
さ
む
も
の
は
な
い
は

ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
第
一
原
理
」
の
終
り
の
章
に
、
結
語
と
し
て
述

べ
て
あ
る
説
と
少
し
も
異
な
ら
な
い
。

「
客
観
と
主
観
の
関
係
は
、

物
、
心
を
相
対
的
に
考
え
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
に
感
じ
さ
せ
る
け
れ
ど

も
、
物
も
、
心
も
、
た
だ
、
そ
の
根
本
に
横
た
わ
っ
て
い
る
、
未
知
の
実

体
の
し
る
し
と
し
て
、
考
え
ら
れ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。」

一

八
九
四
年
版71

）
）

ハ
ー
ン
の
仏
教
の
解
釈
に
よ
る
と
、
一
つ
の
「
絶
対
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
無

辺
無
量
自
在
な
る
存
在
の
「
仏
陀
」
で
あ
っ
て
、
物
・
心
に
つ
い
て
も
「
仏

陀
」
以
外
に
、
真
の
存
在
も
、
真
の
個
性
も
、
真
の
人
性
も
な
い
と
い
う
。
こ

の
心
境
に
達
す
れ
ば
、「
我
」
と
「
非
我
」
と
は
、
基
本
的
に
同
じ
も
の
で
あ

っ
て
、
主
観
的
、
客
観
的
だ
と
い
っ
て
い
る
実
体
は
、
同
一
不
二
の
も
の
で
あ

る72
）

。
と
こ
ろ
が
、
意
識
が
存
続
す
る
限
り
、
主
観
と
客
観
と
の
対
立
を
超
越
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、「
心
」
や
「
意
識
」
と
い
う
錯
覚
を
見
破
れ
ば
、

実
在
は
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
心
境
の
な
い
「
心
」
と
い
う
境
は
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「
涅
槃
」
で
あ
っ
て
、
無
辺
な
る
平
和
と
静
寂
さ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ハ
ー
ン

の
徹
底
し
た
一
元
論
を
突
き
詰
め
る
と
、
涅
槃
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ッ
ケ
ル
も
ハ
ー
ン
と
よ
く
似
た
、
一
元
論
・
二
元
論
の
区
別
の
解
釈
を
提

供
す
る
。
ハ
ー
ン
と
ス
ペ
ン
サ
ー
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
突
き
詰
め
た
一
元
論
は

涅
槃
へ
と
導
く
が
、
ヘ
ッ
ケ
ル
は
違
う
。
ヘ
ッ
ケ
ル
に
よ
る
と
、
二
元
論
は
、

も
っ
と
も
広
い
意
味
で
は
宇
宙
を
は
っ
き
り
と
分
け
る
要
素

物
質
界
と
非

物
質
界
（
神
）
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
神
は
宇
宙
の
創
造
主
、
維
持
者
、

そ
し
て
支
配
者
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
一
元
論
は
（
同
じ
く
も
っ
と
も
広

い
意
味
で
は
）
一
つ
の
要
素
し
か
認
め
ら
れ
ず
、
そ
れ
が
同
時
に
「
神
と
自

然
」「
身
体
と
魂
」（
あ
る
い
は
物
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
で
あ
っ
て
、
分
離
で
き
な

い
も
の
だ
と
い
う
説
を
す
す
め
る
。
二
元
論
の
超
越
し
た
神
様
は
必
ず
有
神
論

へ
と
導
く
が
、
一
元
論
の
現
世
的
神
は
汎
神
論
に
導
く
の
だ73

）
。

ヘ
ッ
ケ
ル
に
よ
る
と
、
一
元
論
思
想
を
科
学
の
物
質
界
に
当
て
嵌
め
、
そ
の

意
義
を
は
じ
め
て
理
解
で
き
た
人
は
バ
ー
ル
ー
フ
・
デ
・
ス
ピ
ノ
ザ

B
a
ru
ch

 
D
e S

p
in
o
za
,

一
六
三
二
｜
一
六
七
七
）
だ
っ
た
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
十
七
世
紀
の
オ

ラ
ン
ダ
の
偉
大
な
哲
学
者
、
神
学
者
で
あ
っ
た
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
汎
神
論
的
思
想

体
系
は
、
宇
宙
の
観
念
が
神
に
通
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
時
に
も
っ
と
も
純
粋

で
、
も
っ
と
も
合
理
的
な
一
元
論
且
つ
一
神
教
の
両
方
の
要
素
を
持
っ
て
い
る

と
ヘ
ッ
ケ
ル
は
述
べ
る74

）
。「
万
有
神
論
」
と
「
無
神
論
」
と
は
、
一
見
す
れ
ば
、

反
対
の
現
象
を
表
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
ヘ
ッ
ケ
ル
の
見
解
で
は

そ
う
で
も
な
い
。
ヘ
ッ
ケ
ル
自
身
は
自
分
の
宇
宙
観
が
ス
ピ
ノ
ザ
が
唱
え
た

「
万
有
神
論
」
と
同
じ
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
神
が
万
物
に
宿
っ
て

い
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
の
外
に
立
つ
超
越
的
な
神
を
否
定
す
る
こ
と

に
な
る75

）
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
正
統
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
ス

ピ
ノ
ザ
や
ヘ
ッ
ケ
ル
の
い
わ
ゆ
る
「
宗
教
観
」
は
無
神
論
に
等
し
い
か
も
し
れ

な
い
が
、
事
実
上
、
ヘ
ッ
ケ
ル
の
「
神
」
は
人
格
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
二
元
論

的
な
思
惟
で
概
念
化
で
き
な
い
本
質
を
備
え
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
確
か

に
ス
ピ
ノ
ザ
の
宗
教
観
と
ハ
ー
ン
の
そ
れ
と
は
似
通
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ハ

ー
ン
は
ス
ピ
ノ
ザ
と
同
じ
く
自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
環
境
に
お
け
る
宗
教
教
育

を
批
判
し
、
汎
神
論
的
な
宇
宙
観
へ
と
心
を
寄
せ
て
き
た
。
ハ
ー
ン
は
大
叔
母

に
押
し
付
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
教
育
か
ら
脱
皮
し
、
汎
神
論
、
そ
し
て
そ
の

後
、
仏
教
へ
と
傾
倒
し
て
い
っ
た
。
ス
ピ
ノ
ザ
も
ユ
ダ
ヤ
人
の
家
庭
に
生
ま
れ
、

そ
れ
な
り
の
教
育
（
ラ
ビ
に
な
る
た
め
の
）
を
受
け
た
が
、
汎
神
論
的
な
視
点

か
ら
ユ
ダ
ヤ
教
を
批
判
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
汎
神
論
思
想
は
神

の
存
在
が
自
然
の
至
る
と
こ
ろ
に
内
在
し
、
神
も
自
然
も
、
心
も
身
体
も
二
つ

な
ら
ず
、
一
つ
の
実
体
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
神
の
人
格
化
を
徹
底
的

に
否
定
し
、
神
イ
コ
ー
ル
自
然
と
い
う
結
論
に
帰
結
し
た
。
ヘ
ッ
ケ
ル
も
宗
教

が
進
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
よ
り
抽
象
的
な
神
観
念
に
な
り
、
最
終
的
に
は
神

の
人
格
が
滅
却
し
、
神
が
純
然
た
る
「
霊
」
に
な
っ
て
く
る
と
し
て
い
る76

）
。

従
っ
て
、
ハ
ー
ン
も
、
自
身
の
宗
教
観
に
つ
い
て
、
宗
教
の
形
成
過
程
に
お

け
る
位
置
づ
け
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
進
化
論
者
と
し
て
そ
う
す
る
義
務
も
あ

る
と
示
唆
す
る
。
し
か
し
、
ハ
ー
ン
の
宗
教
の
進
化
の
信
念
と
ス
ピ
ノ
ザ
や
ヘ
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ッ
ケ
ル
の
も
の
に
は
多
少
相
違
が
あ
る
。
長
い
引
用
に
な
る
が
、
ハ
ー
ン
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

お
よ
そ
宗
教
の
形
式
に
は
、
ど
ん
な
も
の
に
も
、
そ
の
底
に
は
何
か
し
ら

不
朽
の
真
理
を
蔵
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
進
化
論
者
は
宗
教
を
分
類

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
進
化
論
者
は
、
人
間
の
思
想
の
進
歩
の
上
に
お

い
て
、
多
神
教
よ
り
も
一
神
教
の
方
が
大
き
な
進
歩
を
あ
ら
わ
し
て
い
る

と
考
え
て
い
る
。
一
神
教
は
、
無
数
の
亡
霊
の
信
仰
を
、
目
に
見
え
な
い

全
能
の
力
と
い
う
一
つ
の
大
き
な
考
え
に
溶
か
し
こ
み
、
押
し
広
げ
た
意

味
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
心
理
学
的
進
化
論
の
立
場
か
ら

い
う
と
、
進
化
論
者
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
汎
神
論
を
一
神
教
よ
り
も
、

さ
ら
に
進
ん
だ
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
こ
の
二
つ

よ
り
も
、
さ
ら
に
進
ん
だ
も
の
と
し
て
、
不
可
知
論
を
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
一
つ
の
信
仰
の
価
値
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
は
相
関

的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
評
価
の
問
題
は
、
限
ら
れ
た
教
養
あ
る
階
級

の
人
た
ち
の
知
性
の
発
達
に
そ
れ
が
適
応
採
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
き

め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
道
徳
経
験
を
体
現
し
て
い
る
社
会
全

体
に
対
す
る
、
も
っ
と
広
い
範
囲
の
情
操
の
上
に
与
え
た
関
係
に
よ
っ
て

き
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
ん
な
社
会
に
し
ろ
、
そ
の
社
会
に
対

す
る
宗
教
の
価
値
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
社
会
の
道
徳
経
験
に
そ
の
宗
教

が
お
の
ず
か
ら
適
応
す
る
力
、
そ
れ
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

は
ず
だ77

）
。

面
白
い
こ
と
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
や
ヘ
ッ
ケ
ル
と
同
じ
く
、
ハ
ー
ン
も
宗
教
の
進

化
上
、
多
神
教
よ
り
も
一
神
教
の
方
が
上
位
を
占
め
る
と
見
て
い
た
。
ヘ
ッ
ケ

ル
も
ス
ピ
ノ
ザ
も
一
元
論
思
想
を
突
き
詰
め
れ
ば
、
神
の
存
在
が
す
べ
て
を
貫

い
て
い
る
こ
と
に
目
覚
め
る
。
ヘ
ッ
ケ
ル
も
真
理
を
追
究
す
る
に
は
、
自
然
と

い
う
寺
院
の
中
か
ら
し
か
見
出
せ
ず
、
人
間
が
作
っ
た
教
会
や
宗
教
団
か
ら
の

啓
示
は
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
主
張
し
た78

）
。
し
か
し
、
心
理
学
的
な
視
点
と

な
る
と
、
ち
ょ
っ
と
異
な
っ
て
く
る
。
一
神
教
と
汎
神
論
を
同
一
視
す
る
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
、
神
が
森
羅
万
象
に
宿
っ
て
い
る
と
説
を
す
す
め
る
汎
神
論

の
方
が
一
神
教
よ
り
も
上
位
を
占
め
る
。
ハ
ー
ン
の
一
神
教
の
表
象
は
ス
ピ
ノ

ザ
の
よ
う
に
神
イ
コ
ー
ル
自
然
と
い
う
汎
神
論
と
違
っ
て
い
た
。
あ
く
ま
で
も

ハ
ー
ン
に
と
っ
て
は
一
神
教
と
い
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
い
う
連
想
を
断

ち
切
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
汎
神
論
・
一
神
教
と
は
異

質
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ハ
ー
ン
が
一
番
高
く
位
置
づ
け
た
の
は
、

神
の
存
在
が
な
に
一
つ
正
確
に
把
握
で
き
な
い
と
す
る
懐
疑
的
な
不
可
知
論
で

あ
っ
た
。

こ
の
点
に
お
い
て
は
ハ
ー
ン
と
ス
ペ
ン
サ
ー
と
は
同
意
見
で
あ
る
。
と
い
う

よ
り
、
む
し
ろ
、
ハ
ー
ン
が
ス
ペ
ン
サ
ー
に
感
化
を
受
け
、
啓
発
さ
れ
た
結
果
、

同
じ
意
見
を
持
つ
に
到
っ
た
と
想
像
で
き
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
第
一
原
理
』

の
中
で
は“th

e U
n
k
n
o
w
n
”

或
い
は“th

e U
n
k
n
o
w
n rea

lity
”

と
い
う
表
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現
が
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
い
く
ら
経
験
的
か
つ

実
験
的
に
科
学
や
哲
学
を
見
て
い
た
と
し
て
も
、
最
終
的
に
見
え
る
も
の
と
見

え
な
い
も
の
と
は
は
っ
き
り
分
け
ら
れ
、
科
学
が
見
え
る
も
の
を
説
明
す
る
の

と
同
じ
く
、
宗
教
は
見
え
な
い
も
の
へ
の
憧
れ
や
表
現
を
表
し
て
い
る
と
述
べ

る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
は
「
両
方
の
結
論
を
組
み
合
わ
せ
る
構
想
を
探
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

科
学
と
宗
教
と
が
同
じ
真
理
の
裏
と
表

一
方
（
科
学
）
は

そ
の
近
く
て
見
え
る
局
面
、
も
う
一
方
（
宗
教
）
は
遠
く
離
れ
た
、
隠
れ
た
局

面
。」
と
こ
れ
を
表
現
し
た79

）
。

そ
し
て
、
上
記
の
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
は
、
宗
教

の
価
値
は
相
対
的
な
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
道
徳
的
な
経
験
に
よ
る
必

要
性
に
応
え
、
当
て
嵌
め
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
ハ
ー
ン
も
ス

ペ
ン
サ
ー
も
、
ハ
ク
ス
リ
ー
も
、
そ
し
て
ヘ
ッ
ケ
ル
も
共
通
し
て
い
る
。
ヘ
ッ

ケ
ル
の
到
達
し
た
結
論
は
、
倫
理
や
道
徳
の
最
高
の
目
的
は
利
己
主
義
と
利
他

主
義
、
自
己
愛
と
他
愛
と
の
調
和
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ヘ

ッ
ケ
ル
の
体
系
を
整
理
で
き
た
の
が
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
で
あ
っ
た
、

と
論
じ
た80

）
。
最
後
に
、
も
し
、
ハ
ー
ン
の
思
想
を
分
類
す
る
と
す
れ
ば
、
な
か

な
か
ぴ
っ
た
り
と
哲
学
系
と
科
学
系
の
ど
ち
ら
か
に
収
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
。
確
か
に
、
科
学
思
想
、
特
に
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
風
の
進
化

論
や
自
然
科
学
に
共
感
し
た
が
、
宗
教
心
を
い
つ
ま
で
も
失
う
こ
と
は
な
か
っ

た
。
あ
く
ま
で
も
、
ハ
ー
ン
は
科
学
と
仏
教
思
想
、
西
洋
と
東
洋
と
の
融
合
を

志
し
、
ハ
ー
ン
な
り
に
そ
の
融
合
を
遂
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
下
記
の
言
葉
に
ハ
ー
ン
の
宗
教
と
科
学
思
想
と
の
一
体
観
が
よ
く
窺

え
る
。進

化
論
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
物
質
も
、
人
間
の
精
神
も
、
た
だ
刻
々
に
変

り
つ
つ
あ
る
表
象
に
す
ぎ
な
い
と
唱
え
る
未
知
の
「
究
極
」
の
点
で
は
、

と
も
に
ひ
と
つ
の
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
進
化
論
は
、

ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
ひ
と
り
ひ
と
り
が
多
数
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
か

し
、
そ
の
よ
う
な
個
に
し
て
多
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
は
、
他
の
個
、
お
よ
び

宇
宙
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
そ
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
過
去
の
世
の
人
間
性
を
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
う
ち

に
蔵
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
同
時
に
、
す
べ
て
の
同
胞
の
生
命
の
貴
さ
、

美
し
さ
の
な
か
に
も
、
そ
れ
が
流
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
し
た
が
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
他
人
に
お
い
て
、
自
身
を
最
も
よ
く
愛
し
う
る
こ
と
、
ま
た
、

他
人
に
お
い
て
自
身
を
最
も
よ
く
役
立
て
う
る
こ
と
、
物
の
形
骸
な
ど
と

い
う
も
の
は
、
ほ
ん
の
霞
か
ま
ぼ
ろ
し
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
死
者
も
生
者

も
、
と
も
ど
も
に
、
す
べ
て
の
人
間
の
感
情
は
、
ほ
ん
と
う
は
形
の
な
い
、

「
無
窮
」
に
属
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
進
化
論
は
わ
れ
わ
れ
に

教
え
て
い
る
の
で
あ
る81

）
。

結
び
に

上
記
の
文
章
に
見
え
る
よ
う
に
、
行
間
に
漂
っ
て
い
る
の
は
、
ハ
ー
ン
の
全
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体
的
な
哲
学
や
宗
教
心
の
結
晶
で
あ
る
。「
進
化
論
」
に
よ
っ
て
、
物
質
も
精

神
も
宇
宙
の
未
知
の
「
究
極
」
と
一
つ
で
あ
る
。
上
記
の
発
言
は
紛
れ
も
無
く

ハ
ー
ン
の
汎
神
論
へ
の
傾
倒
を
表
す
。
彼
に
よ
る
科
学
哲
学
と
宗
教
心
と
の
融

合
は
、
た
だ
ハ
ー
ン
自
身
の
精
神
的
安
定
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
東
西
文
明

の
衝
突
に
よ
る
傷
を
癒
す
た
め
で
も
あ
っ
た
。
確
か
に
、
ハ
ー
ン
の
心
の
中
に

も
文
明
衝
突
に
対
す
る
一
種
の
蟠
り
が
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
蟠
り
は
世
界
情

勢
に
よ
り
ま
す
ま
す
色
鮮
や
か
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
き
た
。
彼
の
上
記
の
言

葉
、「
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
他
人
に
お
い
て
、
自
身
を
最
も
よ
く
愛
し

う
る
こ
と
、
ま
た
、
他
人
に
お
い
て
自
身
を
最
も
よ
く
役
立
て
う
る
」
か
ら
察

せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
は
世
界
、
宇
宙
の
本
来
の
姿
は
一
つ
で

あ
り
、
国
々
の
国
境
や
自
・
他
の
区
別
を
遥
か
に
超
越
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
ハ
ー
ン
の
包
容
力
の
あ
る
、
個
人
的
か
つ
普
遍
的
な
宗
教
観
で
は
な
い
か

と
思
う
。

仏
教
の
縁
起
法
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
ー
ン
の
精
神
的
・
知
的
形
成

も
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
な
り
の
原
因
や
諸
要
素
が
あ
っ
た
。
ハ
ー
ン
は
生

ま
れ
育
っ
た
西
洋
文
明
を
拒
否
し
、
ホ
ー
ム
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
な
し
う
る
場
所
を

探
求
し
て
き
た
。
長
い
漂
泊
を
続
け
た
挙
句
、
日
本
に
到
着
し
、
仕
事
に
就
き
、

妻
を
娶
り
、
新
し
い
人
生
を
始
め
た
。
や
っ
と
日
本
と
い
う
新
し
い
故
郷
に
た

ど
り
つ
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
精
神
的
探
求
は
ま
だ
ま
だ
続
い
て
い
た
。
ハ

ー
ン
の
西
洋
文
明
か
ら
の
疎
外
感
は
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
反
感
に
直
結
す
る
の
だ

ろ
う
。
大
叔
母
に
キ
リ
ス
ト
教
を
押
し
付
け
ら
れ
、
行
き
た
く
も
な
い
カ
ト
リ

ッ
ク
の
学
校
に
通
わ
せ
ら
れ
、
そ
し
て
、
汎
神
論
思
想
、
霊
界
に
強
く
惹
か
れ

た
た
め
に
、
正
統
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
無
理
も
な
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
宗
教
的
感
情
は
強
く
、
感
受
性
の
鋭
い
ハ
ー
ン
は

“w
h
en
ce”

ど
こ
か
ら
）“w

h
ith
er”

こ
れ
か
ら
は
）
そ
し
て“w

h
y
”

（
何
故
）

と
い
う
三
大
根
元
的
問
題
を
不
断
に
問
い
続
け
て
い
た
。

ハ
ー
ン
が
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
読
者
に
日
本
の
仏
教
を
説
明
、
解
明

し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ハ
ー
ン
風
の
独
特
な
仏
教
観
が
生
ま
れ
て
き

た
。
無
論
、
ハ
ー
ン
が
提
示
し
た
仏
教
像
の
影
響
は
、
ハ
ー
ン
の
作
品
や
思
想

に
接
触
し
た
人
々
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
当
時
の
ハ
ー
ン
の
名
声
を

考
え
る
と
、
か
な
り
の
人
数
に
の
ぼ
る
に
違
い
な
い
。
ハ
ー
ン
が
描
い
て
き
た

仏
教
は
、
伝
統
仏
教
と
比
較
し
て
、
正
し
い
か
、
正
し
く
な
い
か
と
い
う
よ
り
、

む
し
ろ
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ハ
ー
ン
が
提
示
し
た
仏
教
は
、

ハ
ー
ン
と
そ
の
時
代
に
つ
い
て
何
を
反
映
し
、
語
り
か
け
て
い
た
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。

自
由
思
想
家
で
あ
る
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
は
、
十
九
世
紀
の
末
に
有
力
に
な
っ

て
き
た
進
化
論
（
生
物
と
社
会
両
方
に
お
い
て
）
思
想
は
、
非
常
に
喜
ば
し
い
こ

と
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
発
想
に
よ
っ
て
、
天
地
創
造
説
が
覆
り
、
全
知

全
能
の
、
絶
対
的
か
つ
排
他
的
な
神
に
支
配
さ
れ
る
真
実
性
が
成
り
立
た
な
く

な
り
、
む
し
ろ
、
人
の
信
仰
や
人
種
の
違
い
を
認
め
な
い
、
有
機
的
な
自
然
法

則
こ
そ
が
「
生
」
の
原
動
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

進
化
論
説
が
本
当
で
あ
れ
ば
、
神
が
全
部
を
決
め
付
け
る
の
で
は
な
く
、
む
し
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ろ
、
全
て
の
責
任
が
人
間
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
ハ
ー
ン
の
進
化
論
思
想
が

道
徳
・
倫
理
問
題
に
帰
結
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
道
徳
問
題
と
進
化
論
と
の

接
点
と
な
る
と
こ
ろ
で
、
仏
教
思
想
で
あ
る
「
業
」
と
「
輪
廻
」
が
ハ
ー
ン
の

宗
教
観
の
中
軸
を
な
し
て
く
る
。
今
日
の
不
幸
や
状
況
は
業
、
つ
ま
り
遺
伝
に

よ
っ
て
決
ま
り
、
あ
る
神
の
意
図
的
な
仕
業
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
今
、
し
っ

か
り
道
徳
に
適
う
生
活
を
送
れ
ば
、
つ
ま
り
、
道
徳
的
な
人
間
と
し
て
進
化
す

れ
ば
進
化
す
る
ほ
ど
、
転
生
す
れ
ば
よ
り
よ
い
状
態
が
生
ま
れ
て
く
る
だ
ろ
う

と
。
こ
の
進
化
論
と
仏
教
思
想
の
一
致
性
を
見
た
ハ
ー
ン
は
、
未
来
の
新
宗
教

は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
「
総
合
哲
学
」
と
東
洋
哲
学

仏
教
）
の
融
合
体
に
基
づ
く

だ
ろ
う
と
推
測
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

ス
ペ
ン
サ
ー
、
ハ
ク
ス
リ
ー
、
そ
し
て
ヘ
ッ
ケ
ル
は
三
人
と
も
に
ハ
ー
ン
に

多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
そ
の
中
で
、
特
に
ス
ペ
ン
サ
ー
を
ハ
ー
ン
は
崇
拝

し
た
の
で
あ
り
、
歴
史
上
最
大
の
天
才
で
あ
る
と
ま
で
ハ
ー
ン
は
主
張
し
た
。

し
か
し
、
ハ
ー
ン
は
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ハ
ク
ス
リ
ー
、
そ
し
て
ヘ
ッ
ケ
ル
の
思
想

体
系
か
ら
選
択
的
に
要
素
を
借
用
し
、
自
分
の
仏
教
、
宗
教
観
に
取
り
入
れ
、

適
用
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
三
人
の
科
学
者
、
哲
学
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
背
景

も
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
三
人
と
も
科
学
的
進
歩
が
そ
の
主
な
主
張
だ
っ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
ハ
ー
ン
の
場
合
は
、
第
二
、
と
い
う
よ
り
、
第
一

の
心
の
故
郷
と
な
っ
た
日
本
に
つ
い
て
、
西
洋
人
に
好
印
象
を
与
え
た
か
っ
た

こ
と
が
執
筆
の
大
き
な
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
だ
ろ
う
。

と
い
っ
て
も
、
ハ
ー
ン
自
身
と
日
本
と
の
関
係
は
、
も
う
少
し
複
雑
な
も
の
だ

っ
た
。
日
本
在
住
の
十
四
年
の
間
に
、
日
本
に
対
す
る
気
持
が
相
当
動
揺
し
た
。

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
宛
の
書
簡
に
は
こ
れ
を“p

en
d
u
lu
m
 
to th

e left,”
“p
en
d
u
-

lu
m
 
to th

e rig
h
t”

振
り
子
は
左
へ
、
振
り
子
は
右
へ
）
と
い
う
ふ
う
に
自
分
の

気
持
の
起
伏
を
表
現
し
た
が
、
最
終
的
に
日
本
を
離
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

結
局
、
彼
の
宗
教
観
と
同
じ
く
、
ハ
ー
ン
自
身
が
東
・
西
の
融
合
体
に
な
っ
て

い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
「
わ
か
り
に
く
さ
」『
日
本：

一
つ
の
試
論
』
所

収
、
第
十
一
巻
（
平
井
呈
一
訳
、
恒
文
社
、
一
九
六
四
年
）
四
頁
。

２
）

平
川
祐
弘
著
『
小
泉
八
雲
と
カ
ミ
ガ
ミ
の
世
界
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
八

八
年
）、
六
一
頁
。

３
）

平
川
祐
弘
著
『
小
泉
八
雲
と
カ
ミ
ガ
ミ
の
世
界
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
八

八
年
）、
六
二
頁
。

４
）

一
般
の
庶
民
は
高
尚
仏
教
で
あ
る
涅
槃
を
考
え
ず
、
む
し
ろ
、
天
国
や
極

楽
往
生
を
望
む
と
い
う
大
衆
的
信
仰
が
主
流
で
あ
る
と
ハ
ー
ン
は
述
べ
る
。
ラ

フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
「
涅
槃
」『
仏
の
畑
の
落
穂
』
所
収
、
第
八
巻
（
平

井
呈
一
訳
、
恒
文
社
、
一
九
六
四
年
）
二
一
七
頁
参
照
。

５
）

D
a
n
iel S

tem
p
el

“L
a
fca

d
io
 
H
ea
rn
:
In
terp

reter
 
o
f
 
Ja
p
a
n
”
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A
m
erican

 
L
iteratu

re
20: 1

(M
a
r.,
1948),

p
.
3.

６
）

R
ick F

ield
s,
H
ow
 
th
e S

w
an
s C

am
e to th

e L
ake:

A
 
N
arrative

 
H
istory of B

u
d
d
h
ism
 
in
 
A
m
erica

(B
o
u
ld
er:

S
h
a
m
b
h
a
la P

u
b
lica

-

tio
n
s,
1981),

p
.
106.

７
）

E
liza

b
eth B

isla
n
d
,
T
h
e L

ife an
d
 
L
etters of L

afcad
io H

earn
,

v
o
l.
1
(H
o
u
g
h
to
n M

ifflin
&
C
o
.,
1909),

p
.
328.

８
）

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
「
月
が
ほ
し
い
」『
異
国
風
物
と
回
想
』
所

収
、
第
八
巻
（
平
井
呈
一
訳
、
恒
文
社
、
一
九
六
四
年
）
三
九
三
頁
。

９
）

磯
前
順
一
著
『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
』（
岩
波
書
店
、
二

〇
〇
三
年
）、
一
頁
。

10
）

Ja
m
es E

d
w
a
rd K

etela
a
r,
O
f H

eretics an
d
 
M
artyrs in

 
M
eiji

 
Japan

(P
rin
ceto

n
:
P
rin
ceto

n U
n
iv
ersity P

ress,
1990),

p
.
145.

11
）

C
a
rl T

.
Ja
ck
so
n
,
T
h
e
 
O
rien

tal
 
R
eligion

s
 
an
d
 
A
m
erican

 
T
h
ou
gh
t
(G
reen

w
o
o
d C

T
:
G
reen

w
o
o
d P

ress,
1981),

p
p
.
229-230.

12
）

E
liza

b
eth B

isla
n
d
,
T
h
e L

ife an
d
 
L
etters of L

afcad
io H

earn
,

v
o
l.
1
(H
o
u
g
h
to
n M

ifflin
&
C
o
.,
1909),

p
p
.
291-292

日
本
語
訳
、
落

合
貞
三
郎
﹇
ほ
か
﹈
訳

『
小
泉
八
雲
全
集
』
九
巻
（
第
一
書
房
、
一
九
二
九

｜
一
九
三
〇
年
）
一
九
一
｜
一
九
二
頁
。

13
）

平
井
呈
一
著
「
八
雲
と
仏
教
思
想
」『
小
泉
八
雲
作
品
集
』
所
収
、
第
八

巻
（
平
井
呈
一
訳
、
恒
文
社
、
一
九
六
四
年
）
四
八
七
頁
。

14
）

E
liza

b
eth B

isla
n
d
,
T
h
e L

ife an
d
 
L
etters of L

afcad
io H

earn
,

v
o
l.
1
(H
o
u
g
h
to
n M

ifflin
&
C
o
.,
1909),

p
p
.
85-86.

15
）

E
liza

b
eth B

isla
n
d
,
T
h
e L

ife an
d
 
L
etters of L

afcad
io H

earn
,

v
o
l.
1
(H
o
u
g
h
to
n M

ifflin
&
C
o
.,
1909),

p
p
.
208-209;

日
本
語
訳
、
落

合
貞
三
郎
﹇
ほ
か
﹈
訳
『
小
泉
八
雲
全
集
』
九
巻
（
第
一
書
房
、
一
九
二
九
｜

一
九
三
〇
年
）
七
三
頁
。

16
）

E
liza

b
eth B

isla
n
d
,
T
h
e L

ife an
d
 
L
etters of L

afcad
io H

earn
,

v
o
l.
2
(H
o
u
g
h
to
n M

ifflin
&
C
o
.,
1909),

p
.
26.

17
）

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
「
極
東
第
一
日
」『
日
本
瞥
見
記

上

』
所

収
、
第
五
巻
（
平
井
呈
一
訳
、
恒
文
社
、
一
九
六
四
年
）
三
四
頁
。

18
）

Ju
d
ith S

n
o
d
g
ra
ss,
P
resen

tin
g Japan

ese B
u
d
d
h
ism
 
to th

e W
est:

O
rien

talism
,
O
ccid

en
talism

,
an
d
 
th
e
 
C
olu
m
bian

 
E
xposition

(C
h
a
p
el H

ill:
U
n
iv
ersity o

f N
o
rth C

a
ro
lin
a P

ress,
2003),

p
.
6.

19
）

Ju
d
ith S

n
o
d
g
ra
ss,
P
resen

tin
g Japan

ese B
u
d
d
h
ism
 
to th

e W
est:

O
rien

talism
,
O
ccid

en
talism

,
an
d
 
th
e
 
C
olu
m
bian

 
E
xposition

(C
h
a
p
el H

ill:
U
n
iv
ersity o

f N
o
rth C

a
ro
lin
a P

ress,
2003),

p
.
133.

20
）

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
「
涅
槃
」『
仏
の
畑
の
落
穂
』
所
収
、
第
八

巻
（
平
井
呈
一
訳
、
恒
文
社
、
一
九
六
四
年
）
二
三
三
頁
。

21
）

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
「
前
世
の
観
念
」『
心
』
所
収
、
第
七
巻

（
平
井
呈
一
訳
、
恒
文
社
、
一
九
六
四
年
）
五
八
二
頁
。

22
）

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
「
石
仏
」『
東
の
国
か
ら
』
所
収
、
第
七
巻

（
平
井
呈
一
訳
、
恒
文
社
、
一
九
六
四
年
）
一
九
五
頁
。

23
）

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
「
祖
先
崇
拝
の
思
想
」『
心
』
所
収
、
第
七

巻
（
平
井
呈
一
訳
、
恒
文
社
、
一
九
六
四
年
）、
六
三
七
｜
六
三
八
頁
。

24
）

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
「
横
浜
で
」『
東
の
国
か
ら
』
所
収
、
第
七

巻
（
平
井
呈
一
訳
、
恒
文
社
、
一
九
六
四
年
）
三
二
八
｜
三
二
九
頁
。

25
）

中
村
元
著
『
仏
教
語
大
辞
典
』
縮
刷
版
（
東
京：

東
京
書
籍
、
一
九
八
一

年
）、
一
〇
六
五
頁
。
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26
）

L
a
fca

d
io
 
H
ea
rn
,
“T
h
e
 
H
ig
h
er
 
B
u
d
d
h
ism

”
in
 
Japan

:
A
n

 
A
ttem

pt at In
terpretation

,
in T

h
e
 
W
ritin

gs of L
afcad

io H
earn

:
in

 
S
ixteen V

olu
m
es
(1922;

rep
rin
t,
K
y
o
to
:
R
in
sen S

h
o
ten

, 1988),p
. 12:

200.

27
）

中
村
元
著
『
仏
教
語
大
辞
典
』
縮
刷
版
（
東
京：

東
京
書
籍
、
一
九
八

一
）
四
〇
六
頁
。

28
）

中
村
元
著
『
仏
教
語
大
辞
典
』
縮
刷
版
（
東
京：

東
京
書
籍
、
一
九
八

一
）
四
〇
六
頁
。

29
）

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
、「
涅
槃
」『
仏
の
畑
の
落
穂
』
所
収
、
第
八

巻
（
平
井
呈
一
訳
、
恒
文
社
、
一
九
六
四
年
）、
二
〇
一
頁
。

30
）

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
「
涅
槃
」『
仏
の
畑
の
落
穂
』
所
収
、
第
八

巻
（
平
井
呈
一
訳
、
恒
文
社
、
一
九
六
四
年
）、
二
〇
一
頁
。

31
）

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
「
塵
」『
仏
の
畑
の
落
穂
』
所
収
、
第
八
巻

（
平
井
呈
一
訳
、
恒
文
社
、
一
九
六
四
年
）
八
九
｜
九
〇
頁
。

32
）

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
「
夢
想
」『
骨
董
』
所
収
、
第
十
巻
（
平
井

呈
一
訳
、
恒
文
社
、
一
九
六
四
年
）
一
四
二
頁
。

33
）

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
「
涅
槃
」『
仏
の
畑
の
落
穂
』
所
収
、
第
八

巻
（
平
井
呈
一
訳
、
恒
文
社
、
一
九
六
四
年
）
二
〇
三
｜
二
〇
四
頁
。

34
）

磯
前
順
一
著
『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
』（
岩
波
書
店
、
二

〇
〇
三
年
）、
四
五
頁
。

35
）

磯
前
順
一
著
『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
』（
岩
波
書
店
、
二

〇
〇
三
年
）、
四
六
頁
。

36
）

ス
ペ
ン
サ
ー
の
哲
学
や
位
置
と
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

鈴
木
貞
美
著
『
生
命
観
の
探
究
』（
作
品
社
、
二
〇
〇
七
年
）
一
一
四
｜
一
二

〇
を
参
照
。

37
）

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
「
涅
槃
」『
仏
の
畑
の
落
穂
』
所
収
、
第
八

巻
（
平
井
呈
一
訳
、
恒
文
社
、
一
九
六
四
年
）

38
）

L
a
fca

d
io H

ea
rn
,
“T
h
e Id

ea of P
reexisten

ce
”
in K

o
k
o
ro in th

e
 

W
ritin

g
s o
f L

a
fca

d
io H

ea
rn in S

ix
teen V

o
lu
m
es
(1922;

rep
rin
t,

K
y
o
to
:
R
in
sen S

h
o
ten

,
1988),

p
. 449-450.

39
）

H
erb

ert
 
S
p
en
cer,

F
irst

 
P
rin
ciples

1904
ed
itio

n
:
R
ep
rin
t

(O
sn
a
b
ru
ck
,
O
tto Z

eller,
1966),

p
.
8.

40
）

H
erb

ert
 
S
p
en
cer,

F
irst

 
P
rin
ciples

1904
ed
itio

n
:
R
ep
rin
t

(O
sn
a
b
ru
ck
,
O
tto Z

eller,
1966),

p
.
12.

41
）

H
erb

ert
 
S
p
en
cer,

F
irst

 
P
rin
ciples

1904
ed
itio

n
:
R
ep
rin
t

(O
sn
a
b
ru
ck
,
O
tto Z

eller,
1966),

p
.
13.

42
）

H
erb

ert
 
S
p
en
cer,

F
irst

 
P
rin
ciples

1904
ed
itio

n
:
R
ep
rin
t

(O
sn
a
b
ru
ck
,
O
tto Z

eller,
1966),

p
.
15.

43
）

L
a
fca

d
io H

ea
rn
,
“T
h
e Id

ea of P
reexisten

ce
”
in K

o
k
o
ro in th

e
 

W
ritin

g
s o
f L

a
fca

d
io H

ea
rn in S

ix
teen V

o
lu
m
es
(1922;

rep
rin
t,

K
y
o
to
:
R
in
sen S

h
o
ten

,
1988),

p
. 449-450.

44
）

H
erb

ert
 
S
p
en
cer,

F
irst

 
P
rin
ciples

1904
ed
itio

n
:
R
ep
rin
t

(O
sn
a
b
ru
ck
,
O
tto Z

eller,
1966),

p
.
16.

45
）

H
erb

ert
 
S
p
en
cer,

F
irst

 
P
rin
ciples

1904
ed
itio

n
:
R
ep
rin
t

(O
sn
a
b
ru
ck
,
O
tto Z

eller,
1966),

p
.
34.

46
）

H
erb

ert
 
S
p
en
cer,

F
irst

 
P
rin
ciples

1904
ed
itio

n
:
R
ep
rin
t

(O
sn
a
b
ru
ck
,
O
tto Z

eller,
1966),

p
.
446.

47
）

H
erb

ert
 
S
p
en
cer,

F
irst

 
P
rin
ciples

1904
ed
itio

n
:
R
ep
rin
t
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(O
sn
a
b
ru
ck
,
O
tto Z

eller,
1966),

p
.
438.

48
）

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
「
前
世
の
観
念
」『
心
』
所
収
、
第
七
巻

（
平
井
呈
一
訳
、
恒
文
社
、
一
九
六
四
年
）
五
八
〇
頁
。

49
）

磯
前
順
一
著
『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
』（
岩
波
書
店
、
二

〇
〇
三
年
）、
四
六
頁
。

50
）

ハ
ク
ス
リ
ー
の
「
進
化
論
と
倫
理
」
は
厳げん
復ぷく
（
一
八
五
三
｜
一
九
二
一
）

に
よ
り
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
。J.V

.
Jen

sen
“T
h
o
m
a
s H

en
ry H

u
x
ley
’

s L
ectu

re T
o
u
r o
f th

e U
n
ited S

ta
tes,

1876”
N
otes an

d R
ecord

s of
 

th
e R

oyal S
ociety of L

on
d
on

42: 2
(Ju

l,
1988),

p
.
181.

厳
復
の
活
動
と

中
国
に
お
け
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
思
想
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
研
究
の
た
め
に
、

Ja
m
es R

eev
e
 
P
u
sey

,
C
h
in
a
 
an
d
 
C
h
arles

 
D
arw

in
(C
a
m
b
rid
g
e:

H
a
rv
a
rd U

n
iv
ersity P

ress,
1983)

を
見
よ
。

51
）

T
h
o
m
a
s
 
H
.
H
u
x
ley
,
E
volu

tion
 
an
d
 
E
th
ics,

S
cien

ce
 
an
d

 
M
orals

1894:
R
ep
rin
t,
(N
ew
 
Y
o
rk
:
P
ro
m
eth

eu
s B

o
o
k
s,
2004),

p
.

50.

52
）

T
h
o
m
a
s
 
H
.
H
u
x
ley
,
E
volu

tion
 
an
d
 
E
th
ics,

S
cien

ce
 
an
d

 
M
orals

1894:
R
ep
rin
t,
(N
ew
 
Y
o
rk
:
P
ro
m
eth

eu
s B

o
o
k
s,
2004),

p
.

66.

53
）

T
h
o
m
a
s
 
H
.
H
u
x
ley
,
E
volu

tion
 
an
d
 
E
th
ics,

S
cien

ce
 
an
d

 
M
orals

1894:
R
ep
rin
t,
(N
ew
 
Y
o
rk
:
P
ro
m
eth

eu
s B

o
o
k
s,
2004),

p
.

66.

54
）

T
h
o
m
a
s
 
H
.
H
u
x
ley
,
E
volu

tion
 
an
d
 
E
th
ics,

S
cien

ce
 
an
d

 
M
orals

1894:
R
ep
rin
t,
(N
ew
 
Y
o
rk
:
P
ro
m
eth

eu
s B

o
o
k
s,
2004),

p
p
.

68-69.

55
）

T
h
o
m
a
s
 
H
.
H
u
x
ley
,
E
volu

tion
 
an
d
 
E
th
ics,

S
cien

ce
 
an
d

 
M
orals

1894:
R
ep
rin
t,
(N
ew
 
Y
o
rk
:
P
ro
m
eth

eu
s B

o
o
k
s,
2004),

p
p
.

68-69.

56
）

L
a
fca

d
io H

ea
rn
,
“T
h
e Id

ea of P
reexisten

ce
”
in K

o
k
o
ro in th

e
 

W
ritin

g
s o
f L

a
fca

d
io H

ea
rn in S

ix
teen V

o
lu
m
es
(1922;

rep
rin
t,

K
y
o
to
:
R
in
sen S

h
o
ten

,
1988),

p
. 445.

57
）

L
a
fca

d
io H

ea
rn
,
“T
h
e Id

ea of P
reexisten

ce
”
in K

o
k
o
ro in th

e
 

W
ritin

g
s o
f L

a
fca

d
io H

ea
rn in S

ix
teen V

o
lu
m
es
(1922;

rep
rin
t,

K
y
o
to
:
R
in
sen S

h
o
ten

,
1988),

p
. 445.

58
）

L
a
fca

d
io H

ea
rn
,
“T
h
e Id

ea of P
reexisten

ce
”
in K

o
k
o
ro in th

e
 

W
ritin

g
s o
f L

a
fca

d
io H

ea
rn in S

ix
teen V

o
lu
m
es
(1922;

rep
rin
t,

K
y
o
to
:
R
in
sen S

h
o
ten

,
1988),

p
. 445.

59
）

T
h
o
m
a
s
 
H
.
H
u
x
ley
,
E
volu

tion
 
an
d
 
E
th
ics,

S
cien

ce
 
an
d

 
M
orals

1894:
R
ep
rin
t,
(N
ew
 
Y
o
rk
:
P
ro
m
eth

eu
s B

o
o
k
s,
2004),

p
.

80.

60
）

T
h
o
m
a
s
 
H
.
H
u
x
ley
,
E
volu

tion
 
an
d
 
E
th
ics,

S
cien

ce
 
an
d

 
M
orals

1894:
R
ep
rin
t,
(N
ew
 
Y
o
rk
:
P
ro
m
eth

eu
s B

o
o
k
s,
2004),

p
.

81.

61
）

T
h
o
m
a
s
 
H
.
H
u
x
ley
,
E
volu

tion
 
an
d
 
E
th
ics,

S
cien

ce
 
an
d

 
M
orals

1894:
R
ep
rin
t,
(N
ew
 
Y
o
rk
:
P
ro
m
eth

eu
s B

o
o
k
s,
2004),

p
.

82.
62
）

T
h
o
m
a
s
 
H
.
H
u
x
ley
,
E
volu

tion
 
an
d
 
E
th
ics,

S
cien

ce
 
an
d

 
M
orals

1894:
R
ep
rin
t,
(N
ew
 
Y
o
rk
:
P
ro
m
eth

eu
s B

o
o
k
s,
2004),

p
.

83.
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63
）

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
「
前
世
の
観
念
」『
心
』
所
収
、
第
七
巻

（
平
井
呈
一
訳
、
恒
文
社
、
一
九
六
四
年
）、
五
九
三
頁
。

64
）

L
a
fca

d
io
 
H
ea
rn
,
“T
h
e
 
H
ig
h
er
 
B
u
d
d
h
ism

”
in
 
Japan

:
A
n

 
A
ttem

pt at In
terpretation

,
in T

h
e
 
W
ritin

gs of L
afcad

io H
earn

:
in

 
S
ixteen

 
V
olu
m
es
(1922;

rep
rin
t,
K
y
o
to
:
R
in
sen S

h
o
ten

,
1988),

p
.

12: 212.

65
）

鈴
木
貞
美
著
『
生
命
観
の
探
究
』（
作
品
社
、
二
〇
〇
七
年
）
一
五
三
頁
。

66
）

Ia
n G

.
B
a
rb
o
u
r,
R
eligion

 
an
d
 
S
cien

ce:
H
istorical an

d
 
C
on
-

tem
porary Issu

es
(S
a
n F

ra
n
cisco

:
H
a
rp
erS

a
n
F
ra
n
cisco

,
1997),

p
p
.

54-55.

67
）

E
rn
st H

a
eck

el,
T
h
e R

id
d
le of th

e U
n
iverse Jo

sep
h M

cC
a
b
e

 
tra
n
s.
N
ew
 
Y
o
rk
:
H
a
rp
er
&
B
ro
th
ers,

1900;
R
ep
rin
t:
(N
ew
 
Y
o
rk
:

P
ro
m
eth

eu
s B

o
o
k
s,
1992),

p
.
79.

68
）

Ia
n G

.
B
a
rb
o
u
r,
R
eligion

 
an
d
 
S
cien

ce:
H
istorical an

d
 
C
on
-

tem
porary Issu

es
(S
a
n F

ra
n
cisco

:
H
a
rp
erS

a
n
F
ra
n
cisco

,
1997),

p
.

55.

69
）

L
a
fca

d
io
 
H
ea
rn
,
“T
h
e
 
H
ig
h
er
 
B
u
d
d
h
ism

”
in
 
Japan

:
A
n

 
A
ttem

pt at In
terpretation

,
in T

h
e
 
W
ritin

gs of L
afcad

io H
earn

:
in

 
S
ixteen

 
V
olu
m
es
(1922;

rep
rin
t,
K
y
o
to
:
R
in
sen S

h
o
ten

,
1988),

p
.

12: 196.

70
）

L
a
fca

d
io
 
H
ea
rn
,
“T
h
e
 
H
ig
h
er
 
B
u
d
d
h
ism

”
in
 
Japan

:
A
n

 
A
ttem

pt at In
terpretation

,
in T

h
e
 
W
ritin

gs of L
afcad

io H
earn

:
in

 
S
ixteen

 
V
olu
m
es
(1922;

rep
rin
t,
K
y
o
to
:
R
in
sen S

h
o
ten

,
1988),

p
p
.

12: 198-99.

71
）

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
「
大
乗
仏
教
」『
日
本：

一
つ
の
試
論
』
所

収
、
第
十
一
巻
（
平
井
呈
一
訳
、
恒
文
社
、
一
九
六
四
年
）
二
一
〇
｜
二
一
一

頁
。

72
）

L
a
fca

d
io
 
H
ea
rn
,
“T
h
e
 
H
ig
h
er
 
B
u
d
d
h
ism

”
in
 
Japan

:
A
n

 
A
ttem

pt at In
terpretation

,
in T

h
e
 
W
ritin

gs of L
afcad

io H
earn

:
in

 
S
ixteen

 
V
olu
m
es
(1922;

rep
rin
t,
K
y
o
to
:
R
in
sen S

h
o
ten

,
1988),

p
.

12: 201.

73
）

E
rn
st H

a
eck

el,
T
h
e R

id
d
le of th

e U
n
iverse Jo

sep
h M

cC
a
b
e

 
tra
n
s.
N
ew
 
Y
o
rk
:
H
a
rp
er
&
B
ro
th
ers,

1900;
R
ep
rin
t:
(N
ew
 
Y
o
rk
:

P
ro
m
eth

eu
s B

o
o
k
s,
1992),

p
.
20.

74
）

E
rn
st H

a
eck

el,
T
h
e R

id
d
le of th

e U
n
iverse Jo

sep
h M

cC
a
b
e

 
tra
n
s.
N
ew
 
Y
o
rk
:
H
a
rp
er
&
B
ro
th
ers,

1900;
R
ep
rin
t:
(N
ew
 
Y
o
rk
:

P
ro
m
eth

eu
s B

o
o
k
s,
1992),

p
p
.
215-216.

75
）

も
っ
と
詳
し
い
話
な
ら
、
鈴
木
貞
美
著
『
生
命
観
の
探
究
』（
作
品
社
、

二
〇
〇
七
年
）
一
五
四
、
一
五
五
頁
を
参
照
。

76
）

E
rn
st H

a
eck

el,
T
h
e R

id
d
le of th

e U
n
iverse Jo

sep
h M

cC
a
b
e

 
tra
n
s.
N
ew
 
Y
o
rk
:
H
a
rp
er
&
B
ro
th
ers,

1900;
R
ep
rin
t:
(N
ew
 
Y
o
rk
:

P
ro
m
eth

eu
s B

o
o
k
s,
1992),

p
.
288.

77
）

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
「
キ
リ
シ
タ
ン
禍
」『
日
本：

一
つ
の
試
論
』

所
収
、
第
十
一
巻
（
平
井
呈
一
訳
、
恒
文
社
、
一
九
六
四
年
）
三
三
〇
｜
三
三

一
頁
。

78
）

E
rn
st H

a
eck

el,
T
h
e R

id
d
le of th

e U
n
iverse Jo

sep
h M

cC
a
b
e

 
tra
n
s.
N
ew
 
Y
o
rk
:
H
a
rp
er
&
B
ro
th
ers,

1900;
R
ep
rin
t:
(N
ew
 
Y
o
rk
:

P
ro
m
eth

eu
s B

o
o
k
s,
1992),

p
.
336.
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79
）

H
erb

ert
 
S
p
en
cer,

F
irst

 
P
rin
ciples

1904
ed
itio

n
:
R
ep
rin
t

(O
sn
a
b
ru
ck
,
O
tto Z

eller,
1966),

p
p
.
15-16.

80
）

E
rn
st H

a
eck

el,
T
h
e R

id
d
le of th

e U
n
iverse Jo

sep
h M

cC
a
b
e

 
tra
n
s.
N
ew
 
Y
o
rk
:
H
a
rp
er
&
B
ro
th
ers,

1900;
R
ep
rin
t:
(N
ew
 
Y
o
rk
:

P
ro
m
eth

eu
s B

o
o
k
s,
1992),

p
.
350.

81
）

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
「
祖
先
崇
拝
の
思
想
」『
心
』
所
収
、
第
七

巻
（
平
井
呈
一
訳
、
恒
文
社
、
一
九
六
四
年
）、
六
三
七
｜
六
三
八
頁
。
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