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一
　
序
論
│
本
稿
の
目
的

│

　
比
較
思
想
の
学
徒
に
と
っ
て
「
時
間
」
は
好
個
な
主
題
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
時
間
」
が
古
今
と
東
西
と
を
問
わ
ず
人
類
の
知
的
な
営
み
に
お

け
る
普
遍
的
な
思
索
対
象
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
本
稿
も
ま
た
「
時
間
」

を
巡
る
比
較
思
想
の
試
み
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
、
仏
教
論
理
学

の
大
成
者D

harm
akīrti

（
七
世
紀
前
半
頃
）
と
彼
の
後
継
者
た
ち
の
時

間
論
と
、
現
代
哲
学
の
最
前
線
に
あ
る
現
代
形
而
上
学
者
た
ち
の
時
間
論

と
を
対
照
し
、
双
方
に
よ
る
対
話
の
道
を
拓
く
こ
と
に
あ
る
。
仏
教
論
理

学
研
究
に
軸
足
を
置
く
筆
者
の
こ
の
目
論
見
の
背
景
に
は
、Dharm

akīrti

ら
が
主
張
す
る
刹
那
滅
説

│
対
象
は
生
じ
た
そ
の
刹
那
に
滅
す
る
刹
那

的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
説

│
と
類
似
す
る
立
場
が
現
代
形
而
上
学
の

中
で
主
張
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
こ
の
立
場
はstage 

theory

（
ま
た
はexdurantism

）
と
称
さ
れ
る
も
の
で
、
提
唱
者
は

Theodore Sider

とKatherine H
aw
ley

で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
論
で

詳
論
す
る
よ
う
に
、
双
方
の
時
間
論
は
共
通
す
る
普
遍
的
問
題
意
識
を
背

景
と
し
て
構
築
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
問
題
意
識
を
議
論
の
中
心
点
と
し
て

双
方
を
対
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
妥
当
な
仕
方
で
の
比
較
思
想
が
可

能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
ま
た
、
共
通
の
問
題
意
識
を
も
つ
双
方

の
間
に
対
話
の
道
を
拓
く
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
は
仏
教
思

想
を
現
代
思
想
の
中
で
問
い
、
ま
た
更
に
、
双
方
の
理
論
の
相
互
照
射
と

い
う
点
で
意
義
あ
る
試
み
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
結
論
を
先
取
り
す
る
形
で
双
方
の
対
照
研
究
の
結
果
を
述
べ
れ
ば
、
両

者
は
、
対
象
は
瞬
間
的
に
存
在
す
る
と
い
う
最
終
的
な
立
場
に
お
い
て
は

同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
双
方
は
、
瞬
間
（
刹
那
）
が
分
量
を
も
つ
か
否

か
、
換
言
す
れ
ば
、
分
割
可
能
か
否
か
、
と
い
う
点
で
相
違
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
双
方
を
対
照
研
究
す
る
上
で
最
も
興
味
深
い
の
は
、
確
か
に
両

者
は
同
じ
普
遍
的
な
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
る
が
、stage theory

は

〈
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瞬
間
（
刹
那
）
と
可
分
性
・
不
可
分
性

│
現
代
形
而
上
学
のstage theory

と
仏
教
の
刹
那
滅
説

│
※
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対
象
の
存
続
の
仕
方
に
つ
い
て
よ
り
良
い
説
明
を
与
え
る
た
め
の
理
論
で

あ
っ
て
、
対
す
る
刹
那
滅
説
は
対
象
の
な
く
な
り
方
を
説
明
す
る
た
め
の

理
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
双
方
は
正
反
対
の
ベ
ク
ト

ル
を
も
ち
つ
つ
も
、
最
終
的
に
は
同
じ
結
論
に
到
達
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
以
下
で
は
、
第
二
節
に
お
い
て
現
代
形
而
上
学
に
お
け
るstage 

theory

登
場
の
背
景
とstage theory

の
内
容
と
を
概
説
的
に
述
べ
、
次

い
で
第
三
節
に
お
い
て
は
現
代
形
而
上
学
者
と
イ
ン
ド
の
仏
教
徒
と
が
共

通
に
認
識
す
る
形
而
上
学
上
の
普
遍
的
問
題
に
着
目
し
て
仏
教
徒
の
立
場

を
特
徴
づ
け
る
。
そ
し
て
、
第
四
節
で
は
、
瞬
間
（
刹
那
）
の
可
分
性
と

不
可
分
性
に
つ
い
て
の
双
方
の
立
場
の
違
い
を
考
察
し
た
い
。
以
上
を
踏

ま
え
終
節
に
お
い
て
は
、
真
逆
の
ベ
ク
ト
ル
の
も
つ
双
方
の
哲
学
的
対
話

の
予
想
図
を
筆
者
な
り
に
描
い
て
み
た
い
。

二
　Stage theory

登
場
の
背
景
とstage theory
の
概
略

１　

�

現
代
形
而
上
学
の
三
理
論�

─endurantism

とperdurantism

とstage�theory

　Stage theory

はperdurantism

と
呼
ば
れ
る
存
在
論
か
ら
派
生
し
た

理
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、perdurantism

は
、endurantism

と
呼
ば
れ

る
存
在
論
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
立
て
ら
れ
た
理
論
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
三
理
論
は
、
時
間
に
お
け
る
対
象
の
存
在
の
仕
方
を
問
う
中
で
立
て
ら

れ
た
も
の
で
、
と
り
わ
け
対
象
の
変
化
と
同
一
性
を
巡
る
問
題
に
対
す

る
、
現
代
形
而
上
学
の
主
流
の
三
理
論
）
1
（

で
あ
る
。

２　

対
象
の
変
化
と
同
一
性
を
巡
る
問
題

　
対
象
の
変
化
と
同
一
性
を
巡
る
問
題
と
は
以
下
で
あ
る
。
例
え
ば
、
私

が
緑
色
を
し
た
バ
ナ
ナ
を
月
曜
に
買
う
と
す
る
。
水
曜
に
私
が
バ
ナ
ナ
を

見
る
と
黄
色
と
な
っ
て
い
る
。endurantism

は
月
曜
の
バ
ナ
ナ
と
水
曜

の
バ
ナ
ナ
は
同
じ
バ
ナ
ナ
で
あ
る
と
理
解
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
常
識

的
立
場
は
西
洋
形
而
上
学
に
お
い
て
は
困
難
な
問
題
に
直
面
す
る
。
そ
れ

は
、
こ
の
理
解
が
、
諸
対
象
の
同
一
性
を
規
定
す
る“indiscernibility 

of identicals”

│「
同
一
諸
対
象
の
不
可
識
別
性
」│
と
呼
ば
れ
る

法
則
に
抵
触
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
対
象
x
と
対
象
y
と
が
同

一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
両
者
は
属
性
を
全
く
等
し
く
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
い
う
法
則
で
あ
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
月

曜
の
バ
ナ
ナ
と
水
曜
の
バ
ナ
ナ
が
同
じ
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
は
、
月
曜

の
バ
ナ
ナ
と
水
曜
の
バ
ナ
ナ
は
属
性
を
全
く
等
し
く
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
月
曜
の
バ
ナ
ナ
は
緑
色
と
い
う
属

性
の
み
な
ら
ず
黄
色
と
い
う
属
性
も
も
っ
て
お
り
、
水
曜
の
バ
ナ
ナ
は
黄

色
と
い
う
属
性
の
み
な
ら
ず
緑
色
と
い
う
属
性
も
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
認
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
同
一
の
一
本
の
バ
ナ
ナ
が
緑
色
と
黄

色
と
い
う
両
立
不
可
能
な
属
性
を
も
つ
こ
と
は
矛
盾
す
る
。
こ
れ
が
対
象

の
変
化
と
同
一
性
を
巡
る
問
題
で
あ
る）

2
（

。

（
１
）　Endurantism

の
立
場
か
ら
の
回
答

　
こ
の
問
題
に
対
し
て
、endurantism

の
立
場
に
立
つ
現
代
形
而
上
学

者
は
幾
つ
か
の
回
答
を
用
意
す
る
が
、stage theory

を
論
じ
る
本
稿
で

重
要
で
あ
る
の
は
、
バ
ナ
ナ
自
体
に
で
は
な
く
属
性
側
に
時
間
要
素
を
関
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の
場
合
、
各
時
間
的
部
分
に
は
無
条
件
に
内
在
的
属
性
が
存
在
す
る
こ
と

に
な
る
。

　Endurantism

で
は
、
月
曜
の
バ
ナ
ナ
も
、
水
曜
の
そ
れ
も
、
全
体
と

し
て
存
在
す
る
同
一
の
バ
ナ
ナ
で
あ
る
。
他
方
、perdurantism

で
は
、

「
月
曜
の
バ
ナ
ナ
」
は
一
本
の
バ
ナ
ナ
の
、
月
曜
と
い
う
時
点
に
位
置
す

る
部
分
の
こ
と
を
指
し
、「
水
曜
の
バ
ナ
ナ
」
は
そ
の
同
じ
一
本
の
バ
ナ

ナ
の
、
水
曜
と
い
う
時
点
に
位
置
す
る
、
そ
れ
と
は
別
の
部
分
の
こ
と
を

言
う
。
即
ち
、perdurantism

で
は
、
時
間
軸
に
そ
っ
て
並
ぶ
時
間
的
部

分
の
集
合
体
こ
そ
が
そ
の
一
本
の
全
体
的
バ
ナ
ナ
で
あ
る
と
理
解
さ
れ

る
。
こ
の
説
で
は
、
一
本
の
バ
ナ
ナ
の
各
々
異
な
っ
た
部
分
に
緑
色
と
い

う
属
性
と
黄
色
と
い
う
属
性
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
一
基
体
に
お
け

る
両
立
不
可
能
な
属
性
の
同
時
的
存
在
と
い
う
矛
盾
は
起
こ
ら
な
い
。

（
３
）　Perdurantism

の
問
題
とStage Theory

　Stage theory

の
提
唱
者
た
ち
はperdurantism

が
描
き
出
す
四
次
元

主
義
存
在
論
に
賛
同
す
る
が
、
そ
の
上
でperdurantism

の
問
題
点
を

指
摘
し
、
そ
の
改
良
版
と
し
てstage theory

を
立
て
る
。
彼
ら
が
指
摘

す
る
問
題
点
は
幾
つ
か
存
在
す
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、

endurantism

に
対
す
るLew

is

の
批
判
はLew

is

自
身
の
説
に
も
当
て

は
ま
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
即
ち
、
内
在
的
属
性
は
対
象
が
無
条
件
に

も
つ
も
の
で
あ
る
と
し
てendurantism

を
批
判
し
たLew

is

で
あ
る

が
、Lew

is
のperdurantism

に
お
い
て
属
性
を
無
条
件
に
も
つ
の
は

対
象
の
、
特
定
の
時
間
的
部
分
で
あ
っ
て
、
対
象
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
「
無
条
件
に
」
と
言
え
る
の
か
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
即
ち
、

係
づ
け
れ
ば
問
題
は
解
決
さ
れ
る
と
い
う
回
答
で
あ
る
。
こ
の
立
場
で

は
、
同
一
の
バ
ナ
ナ
が
「
月
曜
に
お
い
て
緑
色
」
と
い
う
属
性
と
「
水
曜

に
お
い
て
黄
色
」
と
い
う
属
性
と
を
も
つ
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
立
場
を

採
る
者
は
、
属
性
が
時
間
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
で
両
立
不
可
能
な
属
性

が
バ
ナ
ナ
に
存
し
て
い
て
も
矛
盾
は
な
い
と
言
う
）
3
（

。

（
２
）　Endurantism
の
問
題
とPerdurantism

　Stage theory

が
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
こ
と
に
な
るperdurantism

は

前
述
の
回
答
に
疑
問
を
呈
す
る
形
而
上
学
者
か
ら
提
起
さ
れ
る
。
そ
の
先

鋒
がperdurantism

の
提
唱
者D

avid Lew
is

で
あ
る
。
彼
は
、
色
等

の
属
性
は
対
象
の
内
在
的
属
性
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
特
定
の
時
間
に
関
係

づ
け
ら
れ
る
と
い
う
の
は
信
じ
ら
れ
な
い
、
と
い
う
旨
を
主
張
す
る
。
色

は
対
象
が
そ
れ
自
体
で
有
す
る
内
在
的
属
性
で
あ
る
。Lew

is

は
、
そ
う

い
っ
た
内
在
的
属
性
は
対
象
が
無
条
件
に
、
即
ち
他
と
の
関
係
を
期
待
す

る
こ
と
な
く
、
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る）

4
（

。

　「
同
一
諸
対
象
の
不
可
識
別
性
」
の
法
則
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
対
象

が
両
立
不
可
能
な
属
性
を
無
条
件
に
も
つ
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
主
張

さ
れ
た
の
がperdurantism

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
バ
ナ
ナ
等
の

対
象
は
空
間
だ
け
で
は
な
く
、
四
番
目
の
次
元
で
あ
る
時
間
に
も
広
が
る

四
次
元
物
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
時
間
軸
に
そ
っ
て
ス
ラ
イ
ス
す
れ
ば
、

無
限
の
時
間
的
部
分
（tem

poral parts

）
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
し

て
、
そ
の
無
限
に
あ
る
時
間
的
部
分
の
う
ち
、
月
曜
と
い
う
時
点
に
位
置

す
る
部
分
に
緑
色
と
い
う
属
性
が
あ
り
、
水
曜
と
い
う
時
点
に
位
置
す
る

部
分
に
黄
色
と
い
う
属
性
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
こ
の
立
場
で
あ
る
。
こ
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の
諸
ス
テ
ー
ジ
そ
し
て
諸
部
分
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
も
そ

れ
が
、
そ
れ
が
も
っ
て
い
た
諸
ス
テ
ー
ジ
そ
し
て
諸
部
分
よ
り
も
多

く
の
両
立
不
可
能
な
状
態
に
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
、

そ
れ
が
も
つ
諸
ス
テ
ー
ジ
そ
し
て
諸
部
分
の
、
少
な
く
と
も
ひ
と
つ

は
、
そ
れ
自
体
諸
ス
テ
ー
ジ
そ
し
て
諸
部
分
を
も
た
ず
し
て
両
立
不

可
能
な
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
し
て
変
化

の
問
題
が
再
び
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
諸
ス
テ
ー
ジ
は
変

化
と
同
じ
だ
け
き
め
細
や
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
つ

ま
り
、
諸
ス
テ
ー
ジ
は
そ
れ
自
体
不
変
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る）

6
（

。

　
同
一
対
象
が
時
間
の
中
で
両
立
不
可
能
な
属
性
を
も
つ
こ
と
を
整
合
的

に
説
明
す
る
と
い
う
目
的
を
も
つstage theory

で
は
ス
テ
ー
ジ
は
変
化

と
同
じ
だ
け
き
め
細
や
か
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
ス
テ
ー
ジ

の
数
は
、
そ
の
当
該
の
対
象
の
、
両
立
不
可
能
で
あ
る
状
態
の
数
に
対
応

す
る
。
こ
れ
ゆ
えH

aw
ley

は
ス
テ
ー
ジ
自
体
は
不
変
化
の
も
の
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
、
ス
テ
ー
ジ
そ
の
も
の
が
変
化
す

る
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
こ
に
両
立
不
可
能
な
状
態
が
そ
れ
ぞ
れ
に

顕
れ
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
てH

aw
ley

は
こ
の
よ
う
な
ス
テ
ー
ジ
の
、
こ
の
き
め
細
や
か
さ

の
時
間
的
長
さ
を
瞬
間
と
し
て
理
解
す
る
。H

aw
ley

は
、
変
化
と
そ
れ

に
対
応
す
る
ス
テ
ー
ジ
の
長
さ
を
検
討
す
る
に
際
し
、
変
化
を
実
際
に
起

こ
る
変
化
と
起
こ
り
う
る
可
能
な
変
化
と
に
分
け
て
考
え
る
。
前
者
を
尺

度
に
ス
テ
ー
ジ
の
長
さ
を
考
え
る
と
、
ス
テ
ー
ジ
の
長
さ
は
そ
れ
ぞ
れ
の

彼
の
説
で
も
内
在
的
属
性
は
外
在
者
で
あ
る
特
定
の
時
間
と
の
関
係
か
ら

独
立
を
果
た
せ
な
い
と
い
う
問
題
）
5
（

で
あ
る
。
こ
れ
を
回
避
す
る
に
は
バ
ナ

ナ
の
当
該
の
時
間
的
部
分
だ
け
を
バ
ナ
ナ
と
し
て
理
解
す
る
し
か
な
い
。

即
ち
、stage theory

で
は
バ
ナ
ナ
を
時
間
的
部
分
の
集
合
体
と
は
理
解

せ
ず
、
時
間
的
な
部
分
そ
れ
の
み
と
し
て
理
解
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼

ら
は
集
合
体
を
物
質
的
対
象
と
し
て
認
め
な
い
の
で
、
そ
れ
を
前
提
と
す

る
「
部
分
」（part

）
と
い
う
語
の
使
用
を
避
け
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
ら

は
自
説
をstage theory
と
呼
ぶ
。
こ
の
存
在
論
に
よ
れ
ば
、
月
曜
と
い

う
時
点
の
バ
ナ
ナ
・
ス
テ
ー
ジ
が
緑
色
と
い
う
内
在
的
属
性
を
無
条
件
に

も
ち
、
水
曜
と
い
う
時
点
の
バ
ナ
ナ
・
ス
テ
ー
ジ
が
黄
色
と
い
う
内
在
的

属
性
を
無
条
件
に
も
つ
。
そ
し
て
、
月
曜
の
バ
ナ
ナ
・
ス
テ
ー
ジ
と
水
曜

の
バ
ナ
ナ
・
ス
テ
ー
ジ
と
は
別
々
の
対
象
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
両
立
不

可
能
な
属
性
が
同
時
に
起
こ
る
と
い
う
矛
盾
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
立

場
に
お
け
る
バ
ナ
ナ
の
変
化
と
は
、
バ
ナ
ナ
・
ス
テ
ー
ジ
が
別
に
な
る
こ

と
に
他
な
ら
な
い
。

　
⑴
　Stage

の
長
さ

　Stage theory

の
提
唱
者
の
一
人
で
あ
るH

aw
ley

は
こ
の
ス
テ
ー
ジ

の
長
さ
と
、
対
象
の
変
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

バ
ナ
ナ
は
緑
か
ら
黄
へ
と
熟
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
前
の
諸
々
の
も
の

は
緑
で
、
後
の
諸
々
の
も
の
は
黄
で
あ
る
か
ら
。
変
化
の
説
明
を
す

る
た
め
に
は
、
諸
ス
テ
ー
ジ
そ
し
て
諸
部
分
は
、
変
化
と
同
じ
だ
け

き
め
細
や
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
物
質
的
対
象
は
、
そ

れ
が
そ
の
生
存
期
間
中
に
両
立
不
可
能
な
状
態
に
あ
る
分
だ
け
多
く
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身
と
は
異
な
る
特
徴
を
も
つ
と
い
う
の
は
不
合
理
だ
か
ら）

9
（

。

　
こ
の
一
節
は
彼
の
著
作
『
倶
舎
論
』
の
第
四
章
（
業
品
）
に
お
け
る
、

刹
那
滅
の
証
明
の
文
脈
に
登
場
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

Vasubandhu

と
対
論
者
は
対
象
の
滅
し
方
に
つ
い
て
議
論
す
る
。
刹
那

滅
説
を
認
め
な
い
対
論
者
は
、
対
象
は
直
ち
に
で
は
な
く
、
変
化
を
経
て
、

最
後
に
滅
す
る
と
主
張
す
る
。
言
う
な
れ
ば
、
バ
ナ
ナ
は
緑
か
ら
黄
と
な

り
、
茶
、
黒
と
変
色
、
腐
敗
し
、
最
後
に
な
く
な
る
と
い
う
過
程
が
対
論

者
に
よ
っ
て
は
想
定
さ
れ
て
い
る
。
両
立
不
可
能
な
属
性
と
い
う
表
現
は

こ
こ
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、Vasubandhu

は
、
同
一
対
象
が
前
と
後
と

で
特
徴
を
異
に
す
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
前

の
対
象
と
後
の
対
象
と
が
、
そ
の
特
徴
の
点
で
識
別
可
能
で
あ
る
な
ら

ば
、
両
者
は
同
一
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方

は
、D

harm
akīrti

に
至
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
厳
密
か
つ
直
接
的
な
言

い
回
し
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
他
な
ら
ぬ
、
こ
の
、
諸
対
象
が
違
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、﹇
そ
れ
ら
に
﹈
両
立
不
可
能
な
属
性
が
存
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
、
他
な
ら
ぬ
、
こ
の
、
諸
対
象
が
違
っ

て
い
る
こ
と
の
原
因
は
、﹇
そ
れ
ら
を
生
み
出
し
て
い
る
﹈
原
因
が

違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
双
方
が
﹇
諸
対
象
の
﹈
違

い
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
、
何
も
、
如
何
な

る
も
の
か
ら
も
、
差
別
化
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、

全
て
が
同
一
の
実
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ

う
）
10
（

。

場
合
の
変
化
の
長
さ
に
一
対
一
で
対
応
す
る
の
で
、
個
々
別
々
と
な
る
。

し
か
し
、H

aw
ley

は
最
終
的
に
は
前
者
を
採
ら
ず
、
後
者
の
視
点
か
ら

ス
テ
ー
ジ
の
長
さ
を
検
討
し
、
そ
れ
を
瞬
間
と
す
る）

7
（

。
後
者
を
採
る
こ
と

でH
aw
ley

は
、
変
化
の
メ
タ
・
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
長
さ
と
し
て
瞬
間
を
設

定
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
か
く
し
てstage theory

は
以
下
の
よ
う
な

立
場
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。

Exdurantism

を
採
る
者
に
と
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
は
瞬
間
の
間

だ
け
存
在
し
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
対
象
は
、
そ
れ
が
そ
の
当
該
の
瞬

間
に
有
し
て
い
る
、
ま
さ
に
そ
の
諸
属
性
だ
け
を
も
つ）

8
（

。

三
　 

共
通
す
る
普
遍
的
問
題
意
識
と
仏
教
徒
の
立
場 

│
両
立
不
可
能
な
属
性
の
問
題

│

　
以
上
の
よ
う
に
、
現
代
形
而
上
学
の
時
間
論
の
課
題
の
一
つ
は
同
一
対

象
が
両
立
不
可
能
な
内
在
的
属
性
を
も
つ
こ
と
を
「
同
一
諸
対
象
の
不
可

識
別
性
」
の
法
則
を
損
な
う
こ
と
な
く
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
イ
ン
ド
仏
教
の
思
想
家
た
ち
も
ま
た
、
彼
ら
と
同
様
、
同
一
の
対
象
が

両
立
不
可
能
な
属
性
を
も
つ
こ
と
の
不
合
理
性
を
認
識
し
て
い
る
。
こ
れ

が
双
方
に
共
通
す
る
形
而
上
学
上
の
普
遍
的
問
題
意
識
で
あ
る
。
以
下
に

見
るVasubandhu

（
四
世
紀
頃
）
の
言
明
に
は
こ
の
問
題
意
識
が
鮮
明

に
現
れ
て
い
る
。

﹇
対
論
者
曰
く
﹈﹇
対
象
は
﹈
変
化
し
た
の
で
あ
る
。﹇Vasubandhu

曰
く
﹈
そ
の
同
一
﹇
対
象
﹈
に
変
化
が
あ
る
と
い
う
の
は
不
合
理
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
他
で
も
な
い
そ
の
同
一
﹇
対
象
﹈
が
そ
れ
自
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﹇
対
象
が
、
た
っ
た
一
刹
那
間
だ
け
で
あ
っ
て
も
存
続
す
る
と
い
う

本
性
を
も
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、﹈
一
刹
那
間
だ
け
存
続
す
る

と
い
う
本
性
は
、﹇
そ
の
﹈
刹
那
の
終
端
に
お
い
て
も
尽
き
て
い
な

い
の
だ
か
ら
、
再
び
一
刹
那
間
だ
け
﹇
対
象
は
﹈
存
続
す
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ゆ
え
に
、
一
刹
那
間
だ
け
存
続
す
る
と
い
う
本
性
は
い
つ
ま
で

た
っ
て
も
尽
き
な
い
の
だ
か
ら
、﹇
対
象
は
﹈
永
久
に
在
り
続
け
る

と
い
う
結
果
に
な
る）
11
（

。

　
僅
か
一
刹
那
で
あ
っ
て
も
時
間
的
な
幅
・
量
を
も
っ
て
存
続
す
る
と
い

う
性
質
を
対
象
が
も
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
対
象
は
そ
の
性
質
ゆ
え
に

そ
の
時
間
的
な
幅
・
量
の
分
だ
け
繰
り
返
し
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
、
永
久
に
存
在
し
続
け
る
、
と
い
う
の
が
彼
の
主
張
で
あ
る
。
即
ち
、

瞬
間
に
分
量
を
認
め
る
と
、
当
該
の
対
象
は
別
に
な
る
こ
と
が
永
久
に
不

可
能
と
な
る
。
こ
の
立
場
に
従
え
ば
、
緑
色
の
バ
ナ
ナ
が
そ
の
状
態
を
も

っ
て
僅
か
一
刹
那
間
だ
け
で
あ
っ
て
も
存
続
す
る
な
ら
ば
、
バ
ナ
ナ
は
永

遠
に
緑
色
で
あ
っ
て
、
黄
色
に
は
絶
対
に
移
り
変
わ
ら
な
い
。
黄
色
の
バ

ナ
ナ
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
は
、
緑
色
の
バ
ナ
ナ
は
生
じ
た
後
一
刹
那
間

も
留
ま
ら
ず
瞬
時
に
滅
し
、
そ
れ
と
同
時
に
黄
色
の
バ
ナ
ナ
が
生
じ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
立
場
か
らD

harm
ottara

は
刹
那
を
以
下
の

よ
う
に
規
定
す
る
。

前
と
後
と
を
も
た
な
い
時
間
が
刹
那
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

ゆ
え
に
、﹇
対
象
が
﹈
存
在
し
て
い
る
時
間
、
そ
れ
こ
そ
が
一
刹
那

な
の
で
あ
る）
12
（

。

そ
の
時
間
に
対
し
て
前
と
後
の
部
分
を
定
立
す
る
こ
と
が
不
可
能
で

　D
harm

akīrti

は
、
対
象
x
と
対
象
y
と
が
違
う
と
は
、
x
と
y
と
が

そ
れ
ぞ
れ
両
立
不
可
能
な
属
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
言
う
。
つ

ま
り
、
彼
に
と
っ
て
、
緑
色
の
バ
ナ
ナ
と
黄
色
の
バ
ナ
ナ
は
違
う
対
象
で

あ
る
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
仏
教
思
想
家
は
両
立
不
可
能
な
属
性

を
も
つ
こ
と
を
対
象
そ
の
も
の
が
異
な
る
こ
と
と
し
て
端
的
に
解
釈
す

る
。
変
化
と
は
ス
テ
ー
ジ
が
別
に
な
る
こ
と
で
あ
る
と
す
るstage 

theory

の
立
場
は
、
結
果
論
的
に
は
、
こ
の
仏
教
徒
の
考
え
方
と
同
じ
で

あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
緑
色
の
バ
ナ
ナ
と
黄
色
の
バ
ナ
ナ
は
別
で
あ
る
と
理
解
す
る
双
方
で
あ

る
が
、
筆
者
の
考
え
で
は
、stage theory

の
提
唱
者
た
ち
の
議
論
に
は

な
く
、
仏
教
徒
た
ち
の
議
論
に
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
点
は
、
対
象
が
別
に

な
る
、
換
言
す
れ
ば
、
ス
テ
ー
ジ
が
移
り
変
わ
る
と
き
に
、
そ
れ
を
可
能

と
す
る
存
在
論
的
な
条
件
が
彼
ら
に
よ
っ
て
考
究
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
移
り
変
わ
り
の
存
在
論
的
な
条
件
と
し
て
仏

教
徒
が
主
張
す
る
の
が
刹
那
の
不
可
分
性
で
あ
る
。

四
　
瞬
間
（
刹
那
）
と
可
分
性
・
不
可
分
性

１　

刹
那
滅
説

　
仏
教
思
想
家
は
対
象
が
別
に
な
る
と
は
、
前
の
も
の
が
滅
し
て
新
し
い

も
の
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
と
解
す
る
。
そ
し
て
対
象
が
仮
に
僅
か
一
刹

那
間
だ
け
で
あ
っ
た
と
し
て
も
存
続
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
対
象
は
永
久
に

そ
の
ま
ま
で
留
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。D

harm
akīrti

の
有
力
な
後
継
者D

harm
ottara

（
八
世
紀
後
半
頃
）
は
言
う
。
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つ
い
て
中
立
的
な
ま
ま
で
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
も
瞬
間
的
な

諸
ス
テ
ー
ジ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
広
が
り
を
も
っ
た
融
合
物
、
或

い
は
集
合
体
を
も
つ
と
考
え
る
こ
と
が
有
意
味
な
ら
ば
、
そ
の
場
合

に
はstage theory

を
採
る
者
た
ち
は
そ
れ
ら
の
諸
集
合
体
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に

は
問
題
は
起
こ
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、stage theory

に
よ
れ
ば
、

諸
ス
テ
ー
ジ
の
集
合
体
は
我
々
の
日
常
上
の
存
在
論
に
お
い
て
は
重

大
な
役
割
を
果
た
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

perdurance theory

を
採
る
者
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
融
合
物
の

存
在
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
他
で
も
な
い

そ
う
い
っ
た
諸
融
合
物
こ
そ
が
あ
り
ふ
れ
た
普
通
の
諸
対
象
と
し
て

想
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら）
14
（

。

　H
aw
ley

が
問
題
と
す
る
の
は
、
瞬
間
が
広
が
り
を
も
た
な
い
、
つ
ま

り
は
無
部
分
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
ら
が
集
合
体
を
構
成
で
き
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
部
分
の
も
の
が
分
量
あ
る
集
合
体
を
構
成
す
る
の

は
矛
盾
で
あ
る
。perdurantism

もstage theory

も
、
四
次
元
主
義
存

在
論
を
前
提
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
問
題
は
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
。
し
か
し
、H

aw
ley

は
、perdurantism

は
集
合
体
の
存
在
を
必
ず

認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
集
合
体
を
物
質
的
対
象
と
し
て
認
め
な
い

stage theory

で
は
、
そ
れ
が
有
意
味
で
あ
れ
ば
認
め
る
し
、
そ
う
で
な

け
れ
ば
そ
う
し
な
く
て
も
問
題
は
な
い
、
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
前
述
の

矛
盾
を
避
け
る
た
め
の
妙
案
と
言
え
よ
う
が
、
こ
の
曖
昧
な
態
度
は
批
判

さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
第
二
節
に
お
い

あ
る
と
こ
ろ
の
﹇
時
間
﹈、
前
と
後
の
ふ
た
つ
の
部
分
を
も
た
な
い

刹
那
と
言
わ
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る）
13
（

。

　
対
象
が
存
在
し
て
い
る
時
間
が
刹
那
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て

そ
れ
に
は
分
量
が
な
い
。
分
量
が
あ
れ
ば
、
対
象
は
永
久
に
そ
の
ま
ま
で

あ
っ
て
、
別
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
仏
教
徒
は
対
象

の
移
り
変
わ
り
の
存
在
論
的
条
件
と
し
て
刹
那
に
お
け
る
滅
と
刹
那
の
不

可
分
性
と
を
主
張
す
る
。

２　

Stage�Theory

　
他
方
のStage theory

で
は
、
瞬
間
の
分
量
の
問
題
は
全
く
異
な
る
角

度
か
ら
検
討
さ
れ
る
。
本
研
究
に
お
い
て
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は

H
aw
ley

の
以
下
の
言
明
で
あ
る
。

Perdurance theory

はstage theory
に
は
必
要
の
な
い
余
計
な
義

務
を
負
っ
て
い
る
。Perdurance theory
は
時
間
的
諸
部
分
の
集

合
体
の
存
在
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
日
常

生
活
に
お
け
る
通
常
の
対
象
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
他
で

も
な
い
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
集
合
体
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、

perdurance theory

を
採
る
者
た
ち
が
瞬
間
的
な
時
間
的
諸
部
分

の
存
在
に
も
同
じ
よ
う
に
し
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
仮
定
す
れ
ば
、

彼
ら
は
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
広
が
り
を
も
た
な
い
諸
瞬
間
が
有
限

で
し
か
し
広
が
り
の
あ
る
、
時
間
の
諸
区
間
を
構
成
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
、
瞬
間
的
な
諸
々
の
も
の
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
有

限
で
し
か
し
広
が
り
を
も
っ
た
サ
イ
ズ
の
集
合
体
を
も
つ
こ
と
が
出

来
る
の
か
を
説
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。Stage theory

は
こ
の
点
に
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立
不
可
能
な
属
性
を
も
つ
こ
と
の
不
合
理
性
が
、
如
何
に
普
遍
的
な
形
而

上
学
上
の
問
題
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル
に
よ
っ
てD

harm
akīrti

た
ち
が
現
代
に
来
る
こ
と

が
出
来
た
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
と
現
代
形
而
上
学
者
た
ち
と
の
対
話
の

中
心
は
、
ス
テ
ー
ジ
に
分
量
が
あ
っ
た
場
合
、
或
い
は
、H

aw
ley

が
主

張
す
る
よ
う
に
、
ス
テ
ー
ジ
が
不
変
化
で
、
一
瞬
間
と
は
言
え
自
己
同
一

性
を
保
つ
も
の
で
あ
っ
た
場
合
、
ス
テ
ー
ジ
は
如
何
に
し
て
な
く
な
り
、

次
の
ス
テ
ー
ジ
に
移
り
変
わ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
な
る
は
ず
で
あ

る
。
刹
那
に
分
量
を
認
め
な
い
仏
教
徒
の
立
場
で
は
、
先
立
つ
ス
テ
ー
ジ

は
、
発
光
す
る
と
同
時
に
お
の
ず
か
ら
消
滅
す
る
フ
ラ
ッ
シ
ュ
ラ
イ
ト
の

よ
う
に
、
お
の
ず
か
ら
消
滅
し
、
そ
れ
の
消
滅
と
同
時
に
次
の
ス
テ
ー
ジ

が
生
じ
る
と
説
明
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
ス
テ
ー
ジ
に
自
己
同
一
性
を

認
め
るstage theory

で
は
、
ス
テ
ー
ジ
の
移
り
変
わ
り
は
、
ビ
リ
ヤ
ー

ド
台
の
或
る
場
所
に
留
ま
っ
て
い
た
ボ
ー
ル
が
、
後
か
ら
打
た
れ
自
ら
に

ぶ
つ
か
っ
た
別
の
ボ
ー
ル
に
そ
の
場
所
を
譲
る
よ
う
に
、
他
律
的
な
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
も
つ
移
行
と
し
て
説
明
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
れ

に
せ
よ
、
瞬
間
（
刹
那
）
に
可
分
性
を
認
め
る
立
場
で
も
、
認
め
な
い
立

場
で
も
、
立
論
者
は
そ
れ
相
応
の
論
争
上
の
コ
ス
ト
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
双
方
の
哲
学
的
対
話
で
は
そ
の
コ
ス
ト
の
多
寡
を
巡

り
熾
烈
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
筆
者
が
描
く
双
方
の
哲

学
的
対
話
の
予
想
図
で
あ
る
。

※
本
研
究
はJSPS
科
研
費17K18249

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

て
考
察
し
たH

aw
ley

の
議
論
、
即
ち
、
ス
テ
ー
ジ
は
不
変
化
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
ス
テ
ー
ジ
が
無
部
分
で
あ
る
な
ら

ば
、
ス
テ
ー
ジ
の
不
変
化
性
は
如
何
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
即

ち
、H

aw
ley

に
よ
れ
ば
、
瞬
間
を
そ
の
長
さ
と
す
る
ス
テ
ー
ジ
は
そ
こ

に
対
象
の
特
定
の
状
態
が
顕
れ
る
も
の
と
さ
れ
、
な
お
か
つ
不
変
化
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。
ス
テ
ー
ジ
が
無
部
分
で
あ
れ
ば
、
不
変
化
で
あ
る
の

は
何
か
と
い
う
問
い
が
不
可
避
と
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、

H
aw
ley

は
ス
テ
ー
ジ
に
分
量
を
認
め
る
方
向
に
傾
か
ざ
る
を
え
な
い
だ

ろ
う
。

五
　
結
語
│
対
話
の
焦
点

│

　
刹
那
滅
説
は
仏
教
の
最
重
要
教
説
の
一
つ
で
あ
る
諸
行
無
常
説
を
背
景

と
し
、
無
常
の
内
容
を
論
理
的
に
突
き
詰
め
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
登
場
し

た
考
え
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
教
説
に
お
け
る
無
常
と
は
、
端
的
に
は
、

対
象
が
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
対
象
の
終
焉
を
議
論
の
出

発
点
と
す
る
仏
教
思
想
家
た
ち
は
対
象
の
な
く
な
り
方
に
考
察
の
力
点
を

置
く
。
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、stage 

theory

の
提
唱
者
た
ち
は
、
同
一
対
象
は
如
何
に
し
て
両
立
不
可
能
な
属

性
を
も
っ
て
時
間
の
中
を
存
続
す
る
の
か
と
い
う
課
題
に
取
り
組
む
中
で

stage theory

を
構
築
し
て
い
る
。
即
ち
、
対
象
の
存
続
が
彼
ら
の
議
論

の
前
提
で
あ
る）
15
（

。
正
反
対
の
前
提
を
も
つ
両
者
が
同
じ
結
論
の
存
在
論
に

到
達
し
て
い
る
こ
と
は
比
較
思
想
を
行
う
上
で
極
め
て
興
味
深
い
。
こ
の

こ
と
は
、
双
方
の
議
論
の
中
心
に
あ
る
、
同
一
の
対
象
が
時
間
の
中
で
両
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p.223, 7

│9.

　（
14
）H

aw
ley op.cit., p.52, 20

│35.

　（
15
）
当
然
な
が
ら
他
の
形
而
上
学
者
た
ち
は
対
象
の
瞬
間
性
を
主
張
す
るstage 

theory

を
対
象
の
存
続
を
否
定
す
る
理
論
だ
と
し
て
批
判
す
る
。Sider

は
こ
の

種
の
批
判
に
対
し
時
間
的
対
応
者
（tem

poral counterpart

）
と
い
う
コ
ン
セ

プ
ト
を
導
入
し
て
解
決
を
図
る
。Sider, op.cit.

参
照
。
時
間
的
対
応
者
は
、

Lew
is

が
論
じ
る
様
相
対
応
者
（m

odal counterpart

）
に
時
間
的
要
素
を
組

み
入
れ
た
も
の
で
あ
り
、H

aw
ley

も
採
用
す
る
、stage theory

が
対
象
の
存

続
を
説
明
で
き
る
理
論
で
あ
る
た
め
の
切
り
札
で
あ
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
対
応

者
の
関
係
に
つ
い
て
はH

aslengar, op.cit., p.318, 40

│p.319, 4

の
以
下
の

説
明
を
参
照
。「
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ル
イ
ス
は
哲
学
者
で
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、

と
考
え
て
み
よ
う
。
或
る
対
応
者
理
論
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
真
で
あ
る
の
は
、

そ
こ
に
お
い
て
ル
イ
ス
が
哲
学
の
道
に
決
し
て
進
ま
な
い
と
こ
ろ
の
、
そ
の
よ

う
な
別
の
可
能
世
界
に
ル
イ
ス
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
は

な
く
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
お
い
て
ル
イ
ス
の
対
応
者
が
哲
学
の
道
に

決
し
て
進
ま
な
い
と
こ
ろ
の
、
そ
の
よ
う
な
あ
る
世
界
が
存
在
し
て
い
る
と
い

う
理
由
か
ら
真
な
の
で
あ
る
。
同
様
に
し
て
、
午
前
の
ま
っ
す
ぐ
な
ロ
ウ
ソ
ク

（
の
ス
テ
ー
ジ
）
は
、
午
後
の
曲
が
っ
た
ロ
ウ
ソ
ク
（
の
ス
テ
ー
ジ
）
と
し
て
存

続
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
前
の
そ
の
対
象
そ
れ
自
身
が
後
の
時
間
に
お
い
て
存

在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
後
の
ス

テ
ー
ジ
が
、
前
の
そ
れ
の
対
応
者
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
で
あ
る
。」

一
方
、Sider

自
身
は
以
下
の
よ
う
な
例
を
用
い
て
、
現
在
の
ス
テ
ー
ジ
の
、
過

去
の
ス
テ
ー
ジ
と
し
て
の
存
続
を
説
明
し
て
い
る
。「「
ク
リ
ン
ト
ン
は
軽
率
だ

っ
た
」
と
い
う
現
時
の
言
明
は
、
以
下
の
場
合
か
つ
以
下
の
場
合
に
限
っ
て
の

み
真
で
あ
る
。
ク
リ
ン
ト
ン
の
（
現
時
の
）
指
示
対
象

│
ス
テ
ー
ジ

│
が
、

過
去
に
お
け
る
軽
率
で
あ
る
時
間
的
対
応
者
を
も
っ
て
い
る
場
合
、
で
あ
る
。」

Sider op.cit., p.84, 14

│16

参
照
。

（
さ
か
い
・
ま
さ
み
ち
、
仏
教
認
識
論
・
論
理
学
、
関
西
大
学
准
教
授
）
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