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一

　は
じ
め
に

　九
鬼
周
造
（
一
八
八
八
│
一
九
四
一
）
と
田
辺
元
（
一
八
八
五
│
一
九

六
二
）
は
京
都
帝
国
大
学
の
教
授
を
務
め
た
ポ
ス
ト
西
田
幾
多
郎
（
一
八

七
〇
│
一
九
四
五
）
世
代
を
代
表
す
る
日
本
の
哲
学
者
で
あ
る
。
彼
ら
は

当
時
の
西
洋
哲
学
の
潮
流
や
東
洋
思
想
、
そ
し
て
刻
々
と
進
展
す
る
西
田

哲
学
を
踏
ま
え
て
自
身
の
哲
学
を
形
成
し
て
い
く
。
両
者
と
も
に
同
一
律

に
こ
だ
わ
る
哲
学
を
乗
り
越
え
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
、
抽
象
的
な
思
考

を
批
判
し
、
具
体
的
で
あ
る
こ
と
を
優
れ
た
哲
学
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す

る
）
1
（

。　し
か
し
具
体
的
な
哲
学
と
し
て
両
者
が
提
示
し
た
も
の
は
む
し
ろ
対
照

的
で
あ
る
。
田
辺
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
深
く
学
び
、
弁
証
法
を
駆
使
し
た
「
種

の
論
理
」
を
構
築
す
る
が
、
九
鬼
は
当
時
の
現
代
思
想
で
あ
っ
た
ベ
ル
ク

ソ
ン
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
に
親
し
み
、
従
来
の
西
洋
哲
学
で
は
十
分
に

議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
偶
然
性
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
個
」
に
よ

り
そ
っ
た
「
生
の
哲
学
」
を
形
作
っ
て
い
く
。
田
辺
の
議
論
の
核
心
に
あ

る
の
は
絶
対
無
で
あ
る
が
、
九
鬼
は
原
始
偶
然
で
あ
り
、
そ
れ
は
無
に
さ

ら
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
有
で
あ
る
。
両
者
は
京
大
退
官
後
に
ま
す
ま

す
活
発
に
展
開
す
る
西
田
哲
学
を
受
け
て
自
身
の
思
索
を
深
め
て
い
く

が
、
田
辺
は
西
田
哲
学
に
反
発
し
な
が
ら
自
身
の
哲
学
を
形
成
す
る
一

方
、
九
鬼
は
西
田
哲
学
を
自
身
の
偶
然
性
論
に
強
い
て
引
き
付
け
て
組
み

込
ん
で
い
く
。
田
辺
は
九
鬼
の
偶
然
性
論
に
対
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
価

と
九
鬼
に
は
受
け
入
れ
が
た
い
ア
ド
バ
イ
ス
を
与
え
る
。
九
鬼
は
田
辺
の

ア
ド
バ
イ
ス
と
は
逆
に
偶
然
性
の
哲
学
を
深
め
て
い
く
。
両
者
の
仲
が
悪

か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
よ
う
だ
が）

2
（

、
哲
学
上
は
対
立
し
た
ま
ま
、
九

鬼
は
一
九
四
一
年
に
夭
折
す
る
。

　そ
の
後
田
辺
は
戦
争
中
期
ま
で
は
全
体
主
義
的
な
議
論
を
展
開
す
る

が
、
一
九
四
四
年
以
降
は
そ
れ
に
対
す
る
反
省
か
ら
宗
教
哲
学
へ
主
軸
を
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よ
る
九
鬼
の
偶
然
性
の
哲
学
へ
の
厳
し
い
批
判
と
、
九
鬼
に
よ
る
返
答
が

残
さ
れ
て
い
る
。

　当
時
の
田
辺
は
カ
ン
ト
の
目
的
論
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
研
究
を
経

て
、
後
年
の
種
の
論
理
を
準
備
し
て
い
る
段
階
に
あ
る
。
田
辺
は
否
定
的

超
越
的
合
目
的
性
、
つ
ま
り
超
越
的
全
体
の
無
、
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る

目
的
な
き
目
的
、
に
よ
っ
て
偶
然
を
必
然
化
し
て
道
徳
的
実
践
を
明
ら
か

に
す
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
田
辺
の
目
に
は
九
鬼
の
偶
然
論
は
個
の
瞬

間
的
な
生
の
充
実
と
し
て
の
美
的
合
目
的
性
し
か
考
慮
し
て
い
な
い
よ
う

に
映
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ゆ
え
に
偶
然
を
絶
対
的
な
普
遍
に
よ
っ
て
必
然

化
し
て
善
へ
と
至
る
道
の
研
究
を
九
鬼
に
求
め
る）

6
（

。

　し
か
し
こ
の
要
求
は
九
鬼
に
と
っ
て
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
る）

7
（

。

九
鬼
は
無
で
は
な
く
有
の
立
場
か
ら
偶
然
性
の
哲
学
を
構
築
し
た
の
で
あ

り
、
超
越
的
全
体
の
無
に
よ
っ
て
個
物
が
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
議

論
は
偶
然
性
の
問
題
に
は
そ
ぐ
わ
な
い）

8
（

。
九
鬼
は
田
辺
の
批
判
を
受
け
て

も
な
お
絶
対
無
で
は
な
く
原
始
偶
然
を
根
底
に
据
え
た
哲
学
を
主
張
し
続

け
る）

9
（

。
そ
の
よ
う
な
九
鬼
の
哲
学
で
は
普
遍
的
な
善
よ
り
も
個
物
の
偶
然

の
調
和
が
織
り
な
す
美
の
方
が
重
要
で
あ
る）
10
（

。
九
鬼
は
偶
然
性
を
偶
然
性

と
し
て
突
き
詰
め
、
必
然
と
偶
然
が
偶
々
調
和
す
る
境
地
を
目
指
す
）
11
（

。
そ

し
て
偶
然
に
存
在
す
る
個
物
の
不
安
定
さ
を
肯
定
し
、
現
状
を
受
け
止
め

て
「
目
的
な
き
目
的
」
と
し
て
の
理
想
へ
向
か
っ
て
行
為
を
形
成
し
て
い

く
ま
で
を
『
偶
然
性
の
問
題
』
で
は
詳
述
し
、
田
辺
の
批
判
に
答
え
て
い

る
）
12
（

。　小
浜
善
信
や
古
川
雄
嗣
の
よ
う
に
往
復
書
簡
の
田
辺
の
指
摘
に
よ
っ
て

移
し
、
懺
悔
道
の
哲
学
を
経
て
晩
年
に
は
「
死
の
哲
学
」
に
至
る
。
檜
垣

立
哉
）
3
（

は
晩
年
の
田
辺
哲
学
が
西
田
哲
学
と
接
近
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い

る
が
、
宗
教
は
九
鬼
の
偶
然
性
論
の
行
き
着
く
先
で
あ
り）

4
（

、
こ
こ
に
九
鬼

の
哲
学
と
の
比
較
可
能
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
北
軽
井
沢
に

隠
居
す
る
田
辺
は
、
最
愛
の
妻
と
の
死
別
を
経
て
「
絶
対
無
即
愛
に
よ
る

死
即
復
活
の
実
存
協
同
」
を
主
張
す
る
死
の
哲
学
に
到
達
す
る
。
そ
れ
は

九
鬼
の
偶
然
性
論
の
中
心
に
あ
る
「
邂
逅
」
と
近
接
し
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も
両
者
の
間
に
は
死
の
弁
証
法
と
生
の
哲
学
の
対
立
が
あ

る
だ
ろ
う
。

　本
稿
で
は
ま
ず
一
九
三
二
年
の
九
鬼
と
田
辺
の
間
の
往
復
書
簡
に
お
け

る
両
者
の
直
接
対
決
を
確
認
し
、
次
に
九
鬼
周
造
の
生
の
哲
学
と
田
辺
元

の
死
の
哲
学
を
比
較
す
る
。
田
辺
の
最
後
の
著
作
で
あ
る
『
マ
ラ
ル
メ
覚

書
』（
一
九
六
一
）
は
死
の
哲
学
の
一
連
の
テ
キ
ス
ト
の
中
で
も
偶
然
を

論
じ
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
そ
れ
を
九
鬼
の
偶
然
概
念
と
比
較
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
対
照
的
な
性
格
を
把
握
し
、
九
鬼
の
生
の
哲
学

と
田
辺
の
死
の
哲
学
の
比
較
の
糸
口
と
す
る
。
そ
し
て
九
鬼
の
生
の
哲
学

（
一
九
三
〇
年
代
）
と
田
辺
の
死
の
哲
学
（
一
九
五
六
│
一
九
六
二
）
の

全
体
的
な
比
較
を
行
う
。

二

　田
辺
は
九
鬼
の
偶
然
性
論
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
だ
か

　九
鬼
は
一
九
三
二
年
に
博
士
論
文
「
偶
然
性
」
を
京
都
帝
国
大
学
に
提

出
し
、
博
士
号
を
授
与
さ
れ
る
。
審
査
会
の
後
に
審
査
を
担
当
し
た
田
辺

と
九
鬼
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書
簡
が
残
さ
れ
て
お
り）

5
（

、
そ
こ
に
は
田
辺
に
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な
っ
た
。
こ
の
遺
著
に
お
い
て
田
辺
は
マ
ラ
ル
メ
が
一
八
六
〇
年
代
後
半

か
ら
七
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
執
筆
し
た
未
完
の
哲
学
小
説
「
イ
ジ
チ
ュ

ー
ル
」
と
一
八
九
七
年
発
表
の
象
徴
詩
「
双
賽
一
擲
）
18
（

」
を
読
解
し
な
が
ら

自
分
の
哲
学
を
論
じ
て
い
る
。
田
辺
は
「
イ
ジ
チ
ュ
ー
ル
」
は
弁
証
論
の

立
場
に
留
ま
っ
た
た
め
に
生
と
死
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
直
面
し
て
頓
挫
し

て
し
ま
っ
た
が
、「
双
賽
一
擲
」
は
絶
対
無
即
愛
の
弁
証
法
の
立
場
に
至

っ
た
た
め
に
成
功
し
た
と
読
み
解
く
。

　マ
ラ
ル
メ
文
学
に
田
辺
哲
学
が
重
な
っ
て
い
る
の
で
テ
キ
ス
ト
は
複
雑

で
あ
る
が
、
全
体
を
貫
く
モ
チ
ー
フ
は
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
偶
然
（
未
来
）

と
必
然
（
過
去
）
が
絶
対
無
即
愛
の
弁
証
法
に
よ
っ
て
死
即
復
活
の
実
存

協
同
に
よ
る
愛
の
統
一
を
成
し
遂
げ
る
。
死
は
未
来
に
訪
れ
る
絶
対
偶
然

で
あ
る
が
、
そ
れ
を
自
覚
し
て
積
極
的
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
絶

対
無
即
愛
の
弁
証
法
的
転
換
が
開
か
れ
る）
19
（

。
こ
の
モ
チ
ー
フ
を
田
辺
は

「
イ
ジ
チ
ュ
ー
ル
」
と
「
双
賽
一
擲
」
を
読
解
し
な
が
ら
幾
度
も
繰
り
返

す
。　絶

対
偶
然
を
引
き
受
け
る
、
と
い
う
と
九
鬼
の
議
論
と
近
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
田
辺
の
い
う
偶
然
は
「
自

由
な
未
来
」
で
あ
る
が
、
九
鬼
の
偶
然
は
現
在
に
お
け
る
根
拠
不
十
分
な

存
在
を
指
す
）
20
（

。「
自
由
な
未
来
」
は
九
鬼
の
哲
学
の
枠
組
み
に
お
い
て
は

「
可
能
」
に
位
置
付
け
ら
れ
る）
21
（

。
そ
れ
ゆ
え
田
辺
と
九
鬼
で
は
「
揺
ら
い

で
い
る
も
の
」
が
異
な
る
。
田
辺
に
と
っ
て
は
未
来
が
揺
ら
ぎ
の
中
に
あ

る
が
、
九
鬼
は
現
在
こ
そ
が
揺
ら
ぎ
の
中
に
あ
る
。
そ
し
て
九
鬼
は
形
而

上
学
的
立
場
で
は
時
間
を
そ
の
都
度
無
か
ら
生
産
さ
れ
る
瞬
間
の
「
非
連

九
鬼
が
必
然
性
の
意
義
を
一
層
理
解
し
た
と
見
る
向
き
も
あ
る
が）
13
（

、
両
者

が
書
簡
中
で
「
目
的
な
き
合
目
的
性
」
を
真
逆
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に）
14
（

、
こ
の
往
復
書
簡
は
す
れ
違
い
に
終
わ
っ

た
も
の
と
解
釈
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
社
会
的
な
媒
介
関
係
を
基
軸
に
据
え

る
田
辺
は
九
鬼
の
偶
然
性
論
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
ほ
と
ん
ど
理
解
し
な

か
っ
た
し
、
孤
独
な
個
物
の
立
場
か
ら
考
え
る
九
鬼
は
田
辺
の
ア
ド
バ
イ

ス
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
田
辺
は
「
有
で
は
な
く
て
無
」「
美
よ
り
も

善
」「
個
よ
り
も
普
遍
」
で
あ
る
が）
15
（

、
九
鬼
は
そ
の
真
逆
の
「
無
で
は
な

く
て
有
」「
善
よ
り
も
美
」「
普
遍
よ
り
も
個
」
で
あ
っ
た
。

三

　『マ
ラ
ル
メ
覚
書
』
に
見
る
田
辺
の
偶
然
論
と

　
　
　九
鬼
の
偶
然
性
論

　九
鬼
の
死
後
、
田
辺
は
一
九
四
四
年
の
講
演
「
懺
悔
道
│M

etanoet

）
16
（ik

│
」
で
は
「
い
わ
ゆ
る
否
定
を
通
さ
ず
に
個
を
徹
底
的
に
生
か
し
切
る
）
17
（

」

弁
証
法
で
は
な
い
立
場
を
示
し
て
九
鬼
の
哲
学
に
接
近
す
る
が
、
出
版
さ

れ
た
『
懺
悔
道
の
哲
学
』（
一
九
四
六
）
で
は
弁
証
法
の
立
場
に
立
ち
返

る
。
科
学
哲
学
か
ら
政
治
時
評
に
ま
で
広
が
っ
た
田
辺
哲
学
も
晩
年
に
は

愛
と
死
と
い
う
実
存
に
と
っ
て
最
も
重
大
な
テ
ー
マ
を
論
じ
る
死
の
哲
学

へ
と
収
れ
ん
す
る
。
そ
の
晩
年
の
田
辺
が
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
の
は
マ
ラ

ル
メ
文
学
の
研
究
で
あ
っ
た
。

　『マ
ラ
ル
メ
覚
書
』
は
一
九
六
〇
年
に
雑
誌
『
声
』
に
連
載
さ
れ
、
一

九
六
一
年
に
書
籍
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
連
載
後
に
田
辺
は
脳
梗
塞
に
倒

れ
て
入
院
し
、
一
九
六
二
年
に
亡
く
な
る
の
で
、
こ
れ
が
最
後
の
著
作
と
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「
死
の
哲
学
」
を
構
想
す
る
が）
25
（

、
結
局
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
「
在
り
て

在
る
も
の
」
と
旧
約
聖
書
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲

学
の
影
響
に
よ
っ
て
生
の
哲
学
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
否
定

弁
証
法
の
深
み
に
達
し
て
い
な
い
と
評
価
し
、
禅
宗
の
公
案
に
こ
そ
死
の

哲
学
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
結
論
に
至
る
）
26
（

。
し
か
し
田
辺
の
公
案
の
解
釈

に
は
強
引
な
側
面
が
あ
り
、
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
徒
の
交
わ
り
が
「
実

存
協
同
」
で
あ
る
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
死
の
哲
学
の
「
実
存

協
同
」
は
カ
ト
リ
ッ
ク
や
仏
教
に
見
ら
れ
る
生
死
の
境
を
超
え
る
愛
で
結

ば
れ
た
共
同
体
に
典
型
的
に
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
田
辺
は
公
案
に
イ
ン

ス
パ
イ
ア
さ
れ
て
そ
の
思
想
を
発
展
さ
せ
た
と
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
。
中

で
も
田
辺
が
詳
説
し
た
実
存
協
同
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

な
夫
婦
愛
の
共
同
体
、
も
う
一
つ
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
師
弟
愛
の
共
同
体
で

あ
る
。

　ま
ず
夫
婦
愛
と
し
て
の
実
存
協
同
は
一
九
五
六
年
二
月
一
二
日
の
野
上

弥
生
子
宛
書
簡
に
見
ら
れ
る）
27
（

。
こ
の
時
期
の
田
辺
は
キ
リ
ス
ト
の
復
活
を

モ
チ
ー
フ
に
死
の
哲
学
を
構
想
し
、
私
信
に
ア
イ
デ
ア
を
記
し
て
い
る
段

階
で
あ
る
。
翌
年
の
一
九
五
七
年
以
降
、
一
連
の
死
の
哲
学
に
関
す
る
論

考
は
執
筆
、
公
表
さ
れ
て
い
く
。

　田
辺
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
『
反
復
』
読
解
を
通
じ
て
自
ら
の
意
志
で
神

意
に
従
っ
て
死
ん
で
無
に
帰
し
た
後
に
復
活
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
倍
に

な
っ
て
帰
っ
て
く
る
と
い
う
「
循
環
倍
価
」
こ
そ
が
「
キ
リ
ス
ト
教
の
核

心
た
る
「
死
即
復
活
」
の
「
霊
的
体
験
」」
で
あ
る
と
理
解
す
る）
28
（

。
田
辺

は
妻
の
死
を
経
て
、
こ
の
「
復
活
」
概
念
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

続
の
連
続
」
と
み
な
す
の
で）
22
（

、
結
局
の
と
こ
ろ
全
て
が
揺
ら
ぎ
の
中
に
あ

る
。
共
通
点
と
し
て
両
者
と
も
に
現
在
に
世
界
の
動
力
源
、
田
辺
は
絶
対

無
即
愛
、
九
鬼
は
原
始
偶
然
、
を
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
は
指
摘
で
き
る

が
、
そ
れ
で
も
な
お
そ
の
性
格
は
随
分
異
な
る
。
田
辺
哲
学
に
お
け
る
現

在
は
絶
対
無
即
愛
の
弁
証
法
を
行
う
揺
る
ぎ
な
い
力
の
場
で
あ
る
が
、
九

鬼
に
と
っ
て
の
現
在
は
無
根
拠
に
存
在
す
る
力
の
点
と
し
て
の
原
始
偶
然

で
あ
り
、
非
存
在
と
し
て
の
無
が
背
後
に
潜
ん
で
い
る
。

　こ
の
よ
う
に
偶
然
を
評
価
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
田
辺
と
九
鬼
の
間
に

は
大
き
な
溝
が
あ
る
。
こ
の
差
異
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
節
で
は
田
辺
が

直
接
死
の
哲
学
を
論
じ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
な
が
ら）
23
（

九
鬼
の
生
の

哲
学
と
比
較
す
る
。

四

　晩
期
田
辺
の
死
の
哲
学

　田
辺
は
一
九
五
〇
年
代
後
半
以
降
、
一
九
六
二
年
の
死
去
ま
で
死
の
哲

学
の
研
究
に
取
り
組
み
、
成
果
を
「
メ
メ
ン
ト

　モ
リ
」「
禅
源
私
解
」「
生

の
存
在
学
か
死
の
弁
証
法
か
」
そ
し
て
先
述
の
『
マ
ラ
ル
メ
覚
書
』
等
の

論
文
で
発
表
し
た
。
い
ず
れ
も
禅
の
公
案
の
解
釈
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
）
24
（

と

の
対
決
を
通
し
て
議
論
が
展
開
さ
れ
る
難
解
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
が
、
基

本
モ
チ
ー
フ
は
一
貫
し
て
シ
ン
プ
ル
で
、
絶
対
無
即
愛
の
弁
証
法
に
よ
っ

て
死
者
は
死
即
復
活
し
、
浄
化
さ
れ
て
高
次
の
段
階
で
あ
る
死
者
と
生
者

の
実
存
協
同
に
反
復
す
る
、
で
あ
る
。

　田
辺
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
思
想

家
の
テ
キ
ス
ト
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
の
復
活
を
モ
チ
ー
フ
に
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も
の
で
あ
り
、
二
人
で
共
に
作
っ
て
き
た
歴
史
性
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い

る
。
生
け
る
田
辺
は
一
人
で
い
る
の
で
は
な
く
、
死
者
と
間
の
歴
史
性
を

担
い
、
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
せ
る
妻
と
の
共
同
体
を
よ
り
強
固

に
反
復
し
て
い
る
。
そ
れ
は
客
観
的
に
は
「
生
者
の
側
」
か
ら
の
哲
学
に

し
か
見
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
田
辺
の
主
体
的
実
存
内
容
と
し
て

は
、
死
者
と
共
に
発
展
し
て
い
く
哲
学
で
あ
る
。

　夫
婦
愛
の
立
場
か
ら
の
死
の
哲
学
は
野
上
弥
生
子
宛
書
簡
と
い
う
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
な
書
簡
に
記
さ
れ
た
家
庭
に
お
け
る
死
の
哲
学
で
あ
り
、
生
前

は
公
開
さ
れ
な
か
っ
た
。
田
辺
が
生
前
に
公
刊
し
た
の
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
な

師
弟
愛
の
共
同
体
と
し
て
の
死
の
哲
学
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
碧
巌
録
』
の

第
五
十
五
則
の
道
吾
一
家
弔
慰
と
い
う
禅
の
公
案
の
読
解
か
ら
現
れ
て
く

る
。
若
い
僧
侶
で
あ
る
漸
源
は
師
で
あ
る
僧
道
吾
と
供
に
あ
る
不
幸
が
あ

っ
た
家
へ
弔
慰
に
行
く
。
漸
源
は
棺
を
叩
い
て
「
生
か
死
か
」
と
問
う
。

道
吾
は
「
生
と
も
い
わ
じ
死
と
も
い
わ
じ
」
と
答
え
る
。
漸
源
は
帰
り
道

に
再
度
道
吾
に
問
い
、
答
え
な
け
れ
ば
打
つ
と
迫
る
。
し
か
し
道
吾
は
答

え
ず
、
遂
に
漸
源
は
道
吾
を
打
つ
。
道
吾
が
死
去
し
た
後
、
漸
源
は
兄
弟

子
で
あ
る
石
霜
に
事
の
い
き
さ
つ
を
話
す
と
石
霜
も
同
じ
く
「
い
わ
じ
い

わ
じ
」
と
答
え
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
漸
源
は
悟
り
を
得
る
）
31
（

。
鍵
と
な
る
の

は
「
生
と
も
い
わ
じ
死
と
も
い
わ
じ
」
と
い
う
言
葉
と
、
道
吾
と
漸
源
の

師
弟
愛
で
あ
る
。
師
は
生
と
死
の
分
別
で
は
な
く
往
相
即
還
相
の
「
生
死

交
徹
相
転
換
」
で
あ
る
と
い
う
真
実
を
弟
子
に
自
ら
悟
ら
せ
よ
う
と
し
て

い
る
。「
絶
対
的
真
実
」
と
し
て
の
絶
対
無
即
愛
を
相
対
的
存
在
者
で
あ

る
人
間
が
自
覚
す
る
た
め
に
は
師
に
よ
る
媒
介
が
不
可
欠
で
あ
る
。
弟
子

う
。

し
か
し
妻
の
死
は
之
を
可
能
に
致
し
ま
し
た
。
も
は
や
復
活
は
、
客

観
的
自
然
現
象
と
し
て
で
な
く
、
愛
に
依
っ
て
結
ば
れ
た
人
格
の
主

体
性
に
於
て
現
れ
る
霊
的
体
験
す
な
わ
ち
実
存
的
内
容
と
し
て
証
さ

れ
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
の
復
活
も
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
が
復
活
せ
る

主
の
肉
体
に
手
を
触
れ
る
つ
も
り
で
そ
れ
を
禁
止
せ
ら
れ
、
た
だ
二

人
の
天
使
を
見
た
ば
か
り
で
そ
の
言
付
け
を
聞
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ

た
と
伝
え
ら
る
る
如
く
、
全
く
マ
リ
ヤ
に
と
っ
て
の
霊
的
体
験
に
外

な
り
ま
せ
ぬ
。
こ
の
主
体
的
実
存
内
容
と
し
て
は
、
そ
れ
は
疑
を
容

れ
な
い
事
実
で
あ
り
ま
す
。
小
生
に
と
っ
て
も
、
死
せ
る
妻
は
復
活

し
て
常
に
小
生
の
内
に
生
き
て
居
り
ま
す）
29
（

。

田
辺
は
自
身
の
主
体
的
実
存
内
容
と
し
て
の
霊
的
体
験
の
水
準
に
お
い
て

「
死
せ
る
妻
は
復
活
し
て
常
に
小
生
の
内
に
生
き
て
居
り
ま
す
」
と
記
し

て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
夫
婦
愛
と
し
て
の
実
存
協
同
に
お
い
て
は
、
キ
リ

ス
ト
が
復
活
し
た
よ
う
に
、
田
辺
の
「
愛
」
に
よ
っ
て
妻
が
田
辺
の
内
に

復
活
し
、
絶
対
無
即
愛
の
弁
証
法
に
よ
っ
て
実
存
協
同
へ
と
反
復
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
夫
婦
愛
の
立
場
か
ら
見
る
死
の
哲
学
は
キ
リ
ス
ト

の
復
活
を
範
と
し
た
亡
き
妻
に
対
す
る
情
熱
的
な
愛
の
表
現
で
あ
り
、
こ

こ
に
喪
の
作
業
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
加
國
尚
志
は
こ
れ
を

「
生
者
の
側
」
か
ら
の
哲
学
で
あ
る
と
指
摘
す
る）
30
（

。
確
か
に
、
こ
こ
に
お

け
る
「
死
せ
る
妻
の
復
活
」
は
生
け
る
田
辺
の
主
観
的
な
霊
的
体
験
で
あ

っ
て
、
客
観
的
な
自
然
現
象
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
可
能
に
な
る
の

は
両
者
が
共
に
生
き
て
い
た
こ
ろ
か
ら
続
く
愛
の
紐
帯
が
あ
っ
て
こ
そ
の
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　晩
期
田
辺
の
死
の
哲
学
は
、
共
に
作
り
上
げ
て
き
た
共
同
体
の
歴
史
に

形
作
ら
れ
な
が
ら
も
同
時
に
否
定
に
よ
っ
て
現
状
の
変
革
へ
と
向
か
う
共

同
体
の
行
為
論
で
あ
る
。
こ
の
生
者
と
死
者
の
共
同
体
は
歴
史
性
を
真
摯

に
担
う
一
つ
の
あ
り
方
で
あ
り
、
老
田
辺
が
こ
の
強
さ
を
湛
え
た
絶
対
無

即
愛
の
否
定
の
弁
証
法
を
生
き
た
と
い
う
事
実
に
は
非
常
に
重
い
も
の
が

あ
る
だ
ろ
う
。

五

　九
鬼
の
生
の
哲
学

　一
方
の
九
鬼
の
死
者
に
対
す
る
見
解
は
以
下
の
引
用
に
現
れ
て
い
る
。

人
生
は
無
に
取
囲
ま
れ
て
い
る
。
死
は
生
の
徹
底
的
終
局
で
あ
る
。

死
の
積
極
的
意
義
を
飽
迄
も
悉
知
し
て
い
る
人
間
で
も
、
そ
れ
故

に
、
時
と
し
て
は
、
歳
月
の
推
移
に
無
限
の
哀
愁
を
感
じ
る
。
そ
し

て
魂
は
死
の
鐘
を
聴
く
と
き
、
自
己
の
創
造
し
た
価
値
が
、
た
と
へ

僅
少
で
も
、
不
滅
で
あ
る
と
い
う
諦
念
を
懐
い
て
、
自
己
を
無
の
淵

へ
突
き
落
す
で
あ
ろ
う
。（
K
、
三
、
九
九
）

や
が
て
私
の
父
も
死
に
、
母
も
死
ん
だ
。
今
で
は
私
は
岡
倉
氏
に
対

し
て
は
殆
ど
ま
じ
り
気
の
な
い
尊
敬
の
念
だ
け
を
有
っ
て
い
る
。
思

出
の
す
べ
て
が
美
し
い
。
明
り
も
美
し
い
。
蔭
も
美
し
い
。
誰
れ
も

悪
い
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
が
詩
の
よ
う
に
美
し
い
。（
K
、
五
、

二
三
八
）

九
鬼
の
「
無
」
は
完
全
な
虚
無
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
何
も
産
み
出
さ
れ

な
い
。
死
は
本
当
に
終
わ
り
で
あ
り
、
そ
こ
に
復
活
は
な
い）
35
（

。
死
者
は
思

い
出
と
し
て
遠
く
か
ら
偲
ば
れ
る
も
の
で
し
か
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
生
の

は
師
の
愛
を
通
じ
て
真
実
を
悟
り
、
そ
し
て
今
度
は
悟
っ
た
弟
子
が
他
者

へ
と
「
絶
対
的
真
実
」
と
し
て
の
「
絶
対
無
即
愛
」
を
回
施
す
る
。
弟
子

は
師
の
死
後
に
生
死
の
転
換
を
真
実
と
し
て
悟
る
こ
と
に
よ
っ
て
師
を
自

身
の
内
に
復
活
さ
せ
、
絶
対
無
即
愛
の
真
実
の
自
覚
と
同
時
に
実
存
協
同

を
実
践
し
て
い
る）
32
（

。
こ
の
よ
う
に
田
辺
は
公
案
を
読
み
解
く
。
プ
ラ
イ
ベ

ー
ト
な
夫
婦
愛
の
共
同
体
か
ら
基
本
的
な
骨
格
は
維
持
し
つ
つ
も
、
そ
の

内
実
は
一
層
具
体
的
に
な
り
、
教
育
と
い
う
要
素
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

渦
動
と
し
て
の
絶
対
無
即
愛
に
お
い
て
「
生
死
相
即
転
換
」
す
る
実
存
協

同
は
生
者
と
死
者
が
相
転
換
す
る
開
か
れ
た
共
同
体
で
あ
り
、
杉
村
靖
彦

が
指
摘
す
る
よ
う
に
絶
対
無
即
愛
は
「
た
え
ざ
る
解
放
と
革
新
」
で
あ

る
）
33
（

。　し
か
し
、
ど
う
し
て
生
者
と
生
者
で
は
な
く
、
死
者
と
生
者
の
共
同
体

な
の
だ
ろ
う
か
。
端
的
に
言
う
と
そ
れ
は
存
在
の
彼
方
に
あ
る
超
越
的
な

絶
対
無
で
弁
証
法
を
展
開
す
る
に
は
「
否
定
」
を
含
ん
だ
存
在
で
あ
る
死

者
の
媒
介
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
「
否
定
」
へ
の
こ

だ
わ
り
に
は
も
う
一
つ
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
田
辺
に
は

原
子
力
の
「
死
の
時
代
」、
つ
ま
り
核
兵
器
で
地
球
が
い
つ
滅
ん
で
も
お

か
し
く
な
い
時
代
、
に
対
し
て
理
想
論
で
現
状
追
認
す
る
の
で
は
な
く
、

弁
証
法
で
否
定
し
、
変
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
危
機
感
が
あ

る
）
34
（

。
直
接
的
な
記
述
こ
そ
な
い
が
、
こ
こ
に
戦
争
を
推
し
進
め
て
多
く
の

人
間
を
死
な
せ
た
重
み
で
、
そ
し
て
特
に
戦
争
で
死
ん
で
い
っ
た
学
生
の

重
み
で
、
平
和
へ
と
時
代
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
田
辺
の
強
い
意
志
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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性
を
は
ぐ
く
む
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
の
曲
線
を
展
開
し
、
翻
っ
て
現

在
的
な
る
偶
然
性
の
生
産
的
意
味
を
倒
逆
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
出

来
る
。「
目
的
無
き
目
的
」
を
未
来
の
生
産
に
醸
し
て
邂
逅
の
「
瞬

間
」
に
驚
異
を
齎
す
こ
と
が
出
来
る
。（
K
、
二
、
二
五
九
）

偶
然
を
担
い
、
偶
然
を
受
け
止
め
る
と
い
う
こ
と
は
理
想
や
善
と
い
っ
た

理
念
の
実
現
を
叶
わ
ぬ
も
の
と
認
め
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
理
想

に
向
か
っ
て
行
為
す
る
こ
と
に
九
鬼
は
「
絶
対
の
価
値
」
を
見
出
す
。
未

来
は
理
想
通
り
に
は
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
を
「
目
的
無
き
目
的
」

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
在
の
偶
然
性
を
倒
逆
的
に
基
礎
づ
け
、
邂
逅
を

享
受
す
る
こ
と
を
九
鬼
は
主
張
す
る
。
邂
逅
を
受
け
止
め
、
偶
然
と
必
然

を
美
し
く
両
立
さ
せ
て
生
き
る
こ
と
が
九
鬼
の
哲
学
の
モ
チ
ー
フ
で
あ

る
。
九
鬼
の
生
の
哲
学
は
、
孤
独
で
一
度
き
り
で
上
手
く
い
か
な
い
人
生

を
肯
定
す
る
臨
機
応
変
な
優
し
い
哲
学
で
あ
る
。

六
、
結
論

　九
鬼
周
造
の
生
の
哲
学
と
田
辺
元
の
死
の
哲
学

　
　
　│
孤
独
の
優
し
さ
と
愛
の
強
さ

　田
辺
と
九
鬼
は
と
も
に
同
一
律
の
支
配
を
退
け
、
具
体
的
な
哲
学
を
打

ち
立
て
る
こ
と
を
目
標
に
し
た
。
田
辺
は
弁
証
法
で
現
状
を
否
定
し
高
次

で
反
復
す
る
と
い
う
道
を
選
び
、
死
の
哲
学
へ
と
至
っ
た
。
九
鬼
は
現
状

を
肯
定
し
て
個
の
個
性
を
尊
重
し
な
が
ら
決
し
て
実
現
し
な
い
理
想
へ
向

か
っ
て
そ
れ
で
も
行
為
す
る
と
い
う
道
を
選
び
、生
の
哲
学
を
主
張
し
た
。

両
者
は
共
通
す
る
問
題
意
識
か
ら
始
ま
り
な
が
ら
対
照
的
な
哲
学
へ
と
進

ん
だ
。
両
者
の
哲
学
を
次
の
表
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

充
実
と
世
界
に
成
果
を
残
す
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
九
鬼
は
自
身
の
幼
少

時
に
父
、
母
、
岡
倉
天
心
の
間
の
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
る
家
族
の
崩
壊
と
母
の

精
神
疾
患
発
症
を
経
験
し
て
い
る
。
彼
ら
に
対
し
て
九
鬼
は
様
々
に
思
う

と
こ
ろ
が
あ
る
は
ず
だ
が
、「
思
出
の
す
べ
て
が
美
し
い
。
明
り
も
美
し

い
。
蔭
も
美
し
い
。
誰
れ
も
悪
い
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
が
詩
の
よ
う
に

美
し
い
。」
と
彼
ら
を
強
く
美
化
す
る
。
死
者
は
美
し
い
も
の
と
し
て
肯

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
「
善
で
は
な
く
美
」
を
選
ん
だ
九
鬼

の
真
骨
頂
で
あ
る
。
九
鬼
夫
妻
と
岡
倉
天
心
の
間
に
あ
る
の
は
不
幸
な
邂

逅
で
あ
り
、
彼
ら
の
行
為
は
普
遍
的
な
「
善
」
の
水
準
に
は
適
わ
な
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
九
鬼
は
個
と
個
の
調
和
の
水
準
で
あ
る
「
美
」
で
も
っ
て

彼
ら
を
肯
定
す
る
。
田
辺
は
理
想
論
を
現
状
追
認
で
あ
る
と
批
判
す
る

が
、
現
状
を
受
け
止
め
て
肯
定
す
る
の
は
決
し
て
簡
単
な
こ
と
で
は
な

い
。
九
鬼
の
肯
定
の
意
志
は
田
辺
の
変
革
の
た
め
の
否
定
の
意
志
に
勝
る

と
も
劣
ら
な
い
重
み
を
持
っ
た
優
し
さ
で
あ
る
。

　こ
の
偶
然
に
成
立
し
た
邂
逅
を
受
け
止
め
て
行
為
を
形
成
し
て
い
く
こ

と
、
こ
れ
が
九
鬼
の
生
の
哲
学
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。

理
想
と
現
実
と
の
間
に
越
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
溝
渠
の
横
わ
る
こ
と
を
自

覚
し
、
充
さ
れ
ざ
る
こ
と
が
祈
願
の
本
質
な
る
こ
と
を
了
得
し
、
し

か
も
善
へ
の
憧
憬
に
絶
え
ざ
る
喘
ぎ
を
持
続
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自

身
に
絶
対
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
。（
K
、
三
、
一
九
六
）

我
々
は
偶
然
性
の
驚
異
を
未
来
に
よ
っ
て
倒
逆
的
に
基
礎
づ
け
る
こ

と
が
出
来
る
。
偶
然
性
は
不
可
能
性
が
可
能
性
へ
接
す
る
切
点
で
あ

る
。
偶
然
性
の
中
に
極
微
の
可
能
性
を
把
握
し
、
未
来
的
な
る
可
能
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い
に
改
め
て
い
る
。

　（1
）
例
え
ば
（
T
、
一
三
、
五
二
九
│
五
三
二
）、（
K
、
一
、
一
二
│
一
四
）
な
ど
。

両
者
の
テ
キ
ス
ト
に
は
こ
の
種
の
主
張
が
頻
出
す
る
。

　（2
）
一
九
三
八
年
に
病
床
の
田
辺
か
ら
贈
ら
れ
た
短
歌
に
対
す
る
九
鬼
の
返
歌
が

残
さ
れ
て
い
る
（
K
、
別
、
一
四
九
│
一
五
〇
）。

　（3
）
檜
垣
立
哉
『
日
本
哲
学
原
論
序
説
：
拡
散
す
る
京
都
学
派
』
人
文
書
院
、
二

〇
一
五
年
、
七
二
頁
。

　（4
）
「（
前
略
）
…
偶
然
性
の
問
題
は
結
局
は
宗
教
（
広
義
の
）
へ
行
く
べ
き
も
の

と
考
え
て
居
り
ま
す
。」（
K
、
別
―
月
報
一
二
、
一
二
）。

　（5
）
（
K
、
別
―
月
報
一
二
、
九
│
一
二
）。

　（6
）
（
K
、
別
―
月
報
一
二
、
九
│
一
一
）。

　（7
）
書
簡
中
で
九
鬼
は
、
自
分
と
田
辺
の
主
張
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
、
と
返
答

し
続
け
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
九
鬼
の
融
和
的
な
性
格
の
表
現
で

あ
り
、
両
者
の
違
い
は
歴
然
と
し
て
い
る
。

　（8
）
九
鬼
は
田
辺
の
否
定
的
超
越
的
合
目
的
性
は
九
鬼
の
い
う
「「
仏
の
本
願
力
」

の
目
的
性
と
結
局
は
余
り
違
わ
な
い
の
で
は
」
と
答
え
て
い
る
が
（
K
、
別
―

月
報
一
二
、
一
二
）、
こ
れ
は
「
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
勿
れ
」
と
い
う
命
令
に

よ
っ
て
「
瞬
間
を
生
か
し
む
る
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
か
ら
（
K
、
二
、
三
一
七
）

田
辺
の
超
越
的
無
と
比
べ
る
と
ご
く
弱
い
力
し
か
持
っ
て
い
な
い
。

　（9
）
（
K
、
三
、
一
七
四
）
等
。

　（10
）
例
え
ば
「
日
本
詩
の
押
韻
」（
K
、
四
、
二
二
三
│
五
一
三
）
を
は
じ
め
と
す

る
九
鬼
の
押
韻
論
は
偶
然
の
美
を
日
本
語
の
詩
で
表
現
す
る
可
能
性
を
検
討
し

て
い
る
。

　（11
）
（
K
、
二
、
二
五
六
│
二
六
〇
）。

　（12
）
以
下
の
拙
論
を
参
照
の
こ
と
。
織
田
和
明
「
九
鬼
周
造
『
偶
然
性
の
問
題
』

に
お
け
る
行
為
論
」『
ア
ル
ケ
ー
』
第
二
六
号
、
関
西
哲
学
会
、
二
〇
一
八
年
、

四
五
│
五
六
頁
。

　（13
）
小
浜
善
信
『
九
鬼
周
造
の
哲
学
│
漂
白
の
魂
│
』
昭
和
堂
、
二
〇
〇
六
年
、

二
〇
〇
頁
。
古
川
雄
嗣
『
偶
然
と
運
命

　九
鬼
周
造
の
倫
理
学
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ

　死
者
と
間
の
歴
史
性
を
担
っ
て
絶

対
無
即
愛
の
弁
証
法
の
力
で
現
状
を

否
定
し
、
変
革
し
て
い
こ
う
と
す
る

田
辺
の
哲
学
は
愛
の
強
さ
が
あ
る
。

一
度
き
り
の
生
に
お
け
る
偶
然
の
邂

逅
を
受
け
止
め
て
現
実
を
肯
定
し
、

実
現
し
な
い
仮
初
め
の
理
想
へ
向
か

っ
て
行
為
を
形
成
し
て
い
く
九
鬼
の

哲
学
に
は
孤
独
な
優
し
さ
が
あ
る
。

同
じ
時
代
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生

の
困
難
と
思
索
と
実
践
を
反
映
し
た

両
者
の
哲
学
は
そ
れ
ぞ
れ
に
「
否
定

の
愛
の
強
さ
」
と
「
肯
定
の
孤
独
の

優
し
さ
」
と
い
う
核
が
あ
る
。

　両
者
の
対
立
を
踏
ま
え
た
上
で
、

そ
れ
で
も
両
者
の
哲
学
を
と
も
に
活
か
し
な
が
ら
新
た
な
日
本
哲
学
を
筆

者
は
求
め
て
い
き
た
い
。「
否
定
の
哲
学
」
さ
え
も
活
か
す
大
き
な
「
肯

定
の
哲
学
」
こ
そ
が
私
た
ち
の
探
求
す
べ
き
道
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

九
鬼
周
造
、
田
辺
元
の
テ
キ
ス
ト
は
全
集
か
ら
引
用
し
た
。

九
鬼
周
造
『
九
鬼
周
造
全
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
│
一
九
八
二
年
。

田
辺
元
『
田
邊
元
全
集
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
三
│
一
九
六
四
年
。

九
鬼
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
引
用
は
（
K
、
巻
数
、
頁
数
）
で
、
田
辺
の
テ
キ
ス
ト
か
ら

の
引
用
は
（
T
、
巻
数
、
頁
数
）
で
示
し
た
。
引
用
に
際
し
て
は
新
字
・
新
仮
名
遣

田辺 九鬼

死即復活 死んだら終わり

強い愛の共同体 孤独な個人の邂逅

現実を否定して絶対無即愛の
弁証法で高次に反復する

現実を肯定し仮初めの理想へ
向かって行為を形成していく

共同体の歴史性を担う 非連続の連続を受け止める

現状を変革する 偶然の現実を肯定する

善→愛 美
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　（30
）
加
國
、
前
掲
書
、
二
二
七
│
二
二
八
頁
。

　（31
）
（
T
、
一
三
、
一
六
八
）
な
お
田
辺
は
自
身
の
関
心
に
合
わ
せ
て
『
碧
巌
録
』

第
五
十
五
則
の
一
部
だ
け
を
論
じ
て
い
る
。
本
稿
で
も
、
田
辺
が
言
及
し
た
部

分
だ
け
を
紹
介
し
て
い
る
。

　（32
）
（
T
、
一
三
、
一
六
八
│
一
七
五
）。

　（33
）
杉
村
靖
彦
「
死
者
と
象
徴
―
晩
年
の
田
辺
哲
学
か
ら
―
」『
思
想
』
第
一
〇
五

三
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
、
四
七
頁
。

　（34
）
（
T
、
一
三
、
一
六
五
）
と
（
T
、
一
三
、
六
〇
七
│
六
〇
八
）
を
合
わ
せ
て

参
照
の
こ
と
。

　（35
）
九
鬼
に
は
永
遠
回
帰
論
が
あ
る
が
、
永
遠
回
帰
は
全
く
同
じ
一
生
を
無
限
回

繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
死
後
の
世
界
の
否
定
と
矛
盾
し
な
い

（
K
、
三
、
九
八
―
九
九
）。

（
お
だ
・
か
ず
あ
き
、
日
本
哲
学
、
大
阪
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

出
版
、
二
〇
一
五
年
、
一
四
二
│
一
四
三
頁
、
一
七
二
│
二
一
九
頁
。

　（14
）
田
辺
は
「
全
く
目
的
な
き
合
目
的
性
」
を
絶
対
無
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
善

と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
が
、
九
鬼
は
こ
の
現
実
の
偶
然
の
成
立
を
受
け
止

め
る
と
い
っ
た
意
味
で
使
っ
て
い
る
（
K
、
別
│
月
報
一
二
、
一
一
）。

　（15
）
（
K
、
別
│
月
報
一
二
、
一
一
）。

　（16
）
田
辺
元
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学

　田
辺
元
哲
学
選
Ⅱ
』
藤
田
正
勝
編
、
岩

波
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
、
九
│
三
一
頁
。

　（17
）
同
書
、
二
九
頁
。

　（18
）
現
在
で
は
「
骰
子
一
擲
」
も
し
く
は
「
賽
の
一
振
り
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が

一
般
的
で
あ
る
。

　（19
）
後
述
す
る
死
の
哲
学
の
基
本
モ
チ
ー
フ
と
同
じ
構
造
を
し
て
お
り
、
そ
の
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
え
る
。

　（20
）
（
K
、
二
、
二
〇
九
│
二
一
一
）。

　（21
）
（
K
、
二
、
二
〇
七
）。

　（22
）
（
K
、
三
、
一
〇
一
）。

　（23
）
マ
ラ
ル
メ
の
作
品
の
主
人
公
は
い
ず
れ
も
非
宗
教
的
で
孤
独
な
人
間
で
あ
る

か
ら
、
加
國
尚
志
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
田
辺
が
マ
ラ
ル
メ
の
作
品
に
「
実
存

協
同
」
と
い
う
宗
教
的
な
愛
の
共
同
体
へ
と
向
か
っ
て
い
く
死
の
哲
学
を
重
ね

る
こ
と
に
は
や
は
り
無
理
が
あ
る
。
死
の
哲
学
の
十
分
な
把
握
に
は
そ
れ
を
直

接
論
じ
た
テ
キ
ス
ト
の
検
討
が
欠
か
せ
な
い
。
加
國
尚
志
『
沈
黙
の
詩
法
―
メ

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
と
表
現
の
哲
学
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
七
年
、
二
二
七
頁
。

　（24
）
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
軸
と
し
た
九
鬼
の
哲
学
と
田
辺
哲
学
の
比
較
研
究
は
紙
幅
の

都
合
上
断
念
し
た
。

　（25
）
一
九
五
六
年
二
月
一
二
日
付
野
上
弥
生
子
宛
書
簡
。
田
辺
元
・
野
上
弥
生
子

『
田
辺
元
・
野
上
弥
生
子
往
復
書
簡
（
下
）』
竹
田
篤
司
・
宇
田
健
編
、
岩
波
現

代
文
庫
、
二
〇
一
二
年
、
一
六
│
一
九
頁
。

　（26
）
（
T
、
一
三
、
一
六
八
│
一
七
二
）。

　（27
）
田
辺
・
野
上
、
前
掲
書
、
一
五
│
二
〇
頁
。

　（28
）
同
書
、
一
六
頁
。

　（29
）
同
書
、
一
八
│
一
九
頁
。


