
清
沢
満
之
の
文
化
・
文
明
観

樋 

口 

章 

信

ー
 

問

題

の

所

在

「文
化
」
な
ら
び
に
「
文
明
」
と
い
う
こ
と
ば
を
手
が
か
り
に
し
て
、
清
沢
満
之
に
学
ん
で
い
く
こ
と
が
今
回
の
考
察
の
目
的
で
あ
る
。
 

現
わ
な
る
事
実
に
立
っ
て
問
題
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
「
精
神
主
義
」
は
、
い
わ
ゆ
る
ス
コ
ラ
学
的
、
観
念
的
、
抽
象
的
な
立
場
を
超
え 

た
場
所
で
、
真
宗
原
理
応
用
へ
の
方
向
を
有
し
て
い
る
。
応
用
真
宗
学
と
い
う
言
葉
に
は
な
じ
み
が
な
い
が
、
そ
れ
に
類
す
る
分
野
が
考 

え
ら
れ
る
。
明
治
二
九
年
、
真
宗
大
学
を
東
京
に
移
転
す
る
四
年
前
、
京
都
白
河
村
に
教
界
時
言
社
が
置
か
れ
た
。
宗
門
改
革
を
目
的
と 

し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
理
念
は
さ
ら
に
広
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
清

沢
の
『
教
界
時
言
』
第
一
号
に
は
そ
れ
が
高
ら
か
に 

謳
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
種
の
文
化
革
命
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
分
量
的
に
目
立
た
な
い
も
の
と
は
言
え
、
私
は
清
沢
満
之
に
文 

化
論
・
文
明
論
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
仏
教
的
精
神
に
立
っ
て
現
代
文
明
が
再
解
読
さ
れ
、
新
た
な
風
が
吹
き
込
ま
れ
て
い
く 

可
能
性
が
そ
こ
に
あ
る
。
精
神
的
、
文
化
的
あ
る
い
は
文
明
的
危
機
か
ら
退
か
ず' 

明
確
な
信
念
の
形
成
を
実
現
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
た 

の
で
あ
る
。
精
神
と
は
有
限
な
我
々
の
主
体
を
背
後
か
ら
突
き
動
か
す
無
限
的
主
体
の
躍
動
で
あ
り' 

信
念
と
は
そ
の
表
現
で
あ
る
。
精 

神
と
言
い
、
信
念
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
が
働
く
場
を
も
た
な
け
れ
ば
空
虚
な
観
念
で
あ
り' 

か
え
っ
て
我
々
を
疎
外
す
る
も
の
と
な
る
。
 

そ
の
場
と
は
文
化
で
あ
り
、
文
明
で
あ
り
、
そ
し
て
世
界
な
の
で
あ
る
。
そ
の
巻
頭
か
ら
一
部
引
用
し
て
み
よ
う
。

33



宇
内
の
邦
国
東
西
そ
の
処
を
異
に
し
、
古
今
そ
の
勢
に
別
あ
り
。
し
た
が
っ
て
各
邦
に
煥
発
す
る
所
の
文
化
は
、
ま
た
自
か
ら
一
様 

な
る
能
は
ず' 

桃
紅
李
各
々
其
の
特
色
を
表
せ
り
。
し
か
も
そ
の
間
に
お
い
て
、
東
西
両
洋
の
文
化
は
、
各
一
連
の
系
統
を
成
し
、
 

二
条
の
潮
流
判
然
と
し
て
そ
の
状
勢
を
異
に
す
る
も
の
あ
る
が
ご
と
し
。
そ
の
一
は
源
を
東
方
に
起
し
て
次
第
に
西
馳
し
、
西
欧
を 

越
え' 

北
米
を
貫
き
て
、

つ
い
に
我
が
邦
に
至
れ
る
も
の
、
こ
れ
い
わ
ゆ
る
西
洋
文
化
の
潮
流
に
あ
ら
ず
や
。
他
の
一
は
端
を
西
天 

に
発
し
て
漸
次
に
東
行
し
、
支
那
を
経
、
朝
鮮
を
過
ぎ
て
我
が
邦
に
入
り
、
早
く
我
が
文
化
の
一
分
を
構
成
せ
る
も
の
、
こ
れ
い
わ 

ゆ
る
東
洋
文
化
の
潮
流
に
あ
ら
ず
や
。
そ
れ
這
般
二
条
の
潮
流
は
、
そ
の
来
る
や
先
後
時
を
異
に
す
と
い
え
ど
も' 

今
や
等
し
く
我 

が
邦
に
会
し
、
と
も
に
我
が
邦
固
有
の
精
気
に
同
化
せ
ら
れ
て
、
我
が
大
日
本
帝
国
の
文
化
と
な
り
、
よ
う
や
く
ま
さ
に
そ
の
光
輝 

を
宇
内
万
邦
の
上
に
煥
発
せ
ん
と
す
。
こ
れ
あ
に
世
界
的
統
一
的
文
化
に
あ
ら
ず
や
。
あ
あ
、
生
を
こ
の
聖
代
に
享
け
、
こ
の
世
界 

的
統
一
的
文
化
の
原
造
者
た
り
、
発
揚
者
た
る
者
、
そ
も
そ
も
何
の
幸
栄
ぞ
や
。

清
沢
は
、
宗
教
が
そ
の
「
世
界
的
統
一
的
文
化
」
の
一
大
要
素
で
あ
る
、
と
す
る
。
ま
た
こ
れ
に
続
く 

一
節
で' 

彼
が
所
属
し
て
い
る 

大
谷
派
の
現
実
的
側
面
の
改
革
に
着
手
す
る
こ
と
が
、
そ
こ
に
至
る
道
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
他
の
人
々
は
い
ざ
知
ら
ず
、
大 

谷
派
に
世
界
的
統
一
的
文
化
の
発
揚
者
を
期
待
し
、
そ
の
た
め
の
具
体
的
、
現
実
的
改
革
に
入
っ
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
宗
教 

の
核
心
で
あ
る
教
学
シ
ス
テ
ム
の
改
革
が
眼
目
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

「
我
が
大
日
本
帝
国
の
文
化
」 

と
い
う
言
葉
に
現 

代
と
異
な
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
感
ず
る
人
が
あ
ろ
う
。

現
代
の
視
点
か
ら
見
る
か
ら
で
あ
る
。

「我
々
の
日
本
文
化
」
と
い
う
意
味
が
、
 

当
時
そ
の
よ
う
な
言
辞
で
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
東
西
文
化
が
「今
や
等
し
く
」
日
本
で
出
会
い
、
日
本
固
有
の
精
神
・
気
風
に 

同
化
さ
れ
て
、
日
本
文
化
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
日
本
文
化
は
、
そ
の
光
り
輝
く
精
神
を
世
界
に
伝
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
精
神
文 

明
交
流
の
感
動
を
満
之
は
覚
え
て
い
た
。

『
教
界
時
言
』
第
一
号
の
内
包
す
る
課
題
性
を
汲
み
取
り
な
が
ら
、
世
界
文
化
な
ら
び
に
文
明
の
現
在
に
つ
い
て
学
ん
で
み
た
い
。
注 

意
す
べ
き
こ
と
は
、
統
一
と
い
う
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が' 

何
か
特
定
の
価
値
基
準
の
下
に
諸
文
化
を
統
合
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
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そ
の
な
か
で
多
数
の
固
有
な
文
化
の
自
立
性
が
認
め
ら
れ
る
調
和
、
和
合
の
状
態
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
世
界
文
化
の
現
在

何
故
に
、
世
界
文
化
と
い
う
言
葉
で
現
在
の
人
間
的
諸
事
象
が
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
自
問
す
る
と
き
、
次
の 

よ
う
な
答
え
が
去
来
す
る
。
そ
れ
は
世
界
歴
史
の
流
れ
が
、
政
治
・
経
済
を
そ
の
直
接
的
モ
チ
ー
フ
と
し
な
が
ら
、
背
景
に
あ
っ
た
多
元 

的
民
族
文
化
な
ら
び
に
宗
教
文
化
を
、
前
面
に
躍
り
出
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
今
各
民
族
は
、
そ
の
固
有
の
歴
史
、
 

文
化
を
背
景
に
、
さ
ら
な
る
自
由
と
独
立
に
向
か
っ
て
主
張
を
押
し
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

一
九
九
一
年' 

ソ
ビ
エ
ト
連
邦
は
崩
壊
し
、
 

東
西
冷
戦
構
造
は
地
滑
り
的
に
消
滅
し
た
。
複
数
超
大
国
に
よ
る
覇
権
主
義
は
か
つ
て
ほ
ど
の
力
を
も
ち
え
ず
、
特
に
旧
ソ
連
邦
下
の
諸 

民
族
が
次
か
ら
次
へ
と
独
立
を
は
た
し
て
い
る
。
世
界
地
図
は
年
毎
に
塗
り
替
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
世
界
の
治
安
維
持
国
と 

し
て
の
ア
メ
リ
カ
の
役
割
は
ま
す
ま
す
増
大
し
つ
つ
あ
る
。
多
種
多
様
な
人
種
が
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
と
は
言
え
、
ア
メ
リ
カ
は
基
本 

的
に
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
母
と
も
い
え
る
ユ
ダ
ヤ
教
文
化
圏
に
ア
メ
リ
カ
は
同 

情
的
で
あ
る
。
最
近
の
時
局
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、

ユ
ダ
ヤ
教
文
化
圏
、
イ
ス
ラ
ム
教
文
化
圏' 

ヒ
ン
ズ
ー
教
文
化
圏
、
儒
教
文
化 

圏
、
仏
教
文
化
圏
な
ど
と
の
衝
突
、
接
触
、
調
和
が
人
類
生
存
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
八
月
に
勃
発
し
た
湾
岸
戦
争
は
、
キ

③

リ
ス
ト
教
文
明
と
イ
ス
ラ
ム
教
文
明
の
衝
突
で
も
あ
る
。

科
学
的
精
神
、
あ
る
い
は
理
性
的
精
神
に
満
ち
て
い
る
は
ず
の
現
代
世
界
も
、
何
千
年
以
来
の
文
化
的
桎
梏
か
ら
自
由
で
は
な
い
。
西 

欧
の
生
み
落
と
し
た
科
学
技
術
は
、
工
業
化
を
も
た
ら
し
、
大
規
模
な
自
然
破
壊
を
招
き
つ
つ
あ
る
。

コ
ン
ピ
ー
ー
ー
タ
ー
に
よ
る
現
状
分 

析
は
か
な
り
正
確
に
な
っ
て
お
り
、
科
学
技
術
な
し
に
は
逆
に
環
境
保
全
も
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
言
う
な
ら
ば
両
刃
の
刃
で 

あ
る
。
科
学
的
精
神
そ
の
も
の
は
、

ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
文
明
な
ら
び
に
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
文
明
の
洗
礼
を
受
け
た
。
日
本
文
化
は
、
 

宗
教
性
や
思
想
性
を
捨
象
し
な
が
ら
欧
米
の
科
学
技
術
を
積
極
的
に
取
り
込
み
、
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
技
術
立
国
と
な
っ
た
。
環
境
関
連
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機
器
さ
え
も
日
本
か
ら
多
く
輸
出
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
の
人
間
に
よ
る' 

人
間
の
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン(

相
互
意 

思
伝
達)

が' 

知
ら
ず
知
ら
ず
管
理
さ
れ' 

不
自
由
な
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
現
代
人
は
毎
日
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
鉄
の
壁
に
囲
ま
れ
て 

生
き
て
い
る
。
科
学
技
術
は
中
立
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
ど
う
扱
う
か
は
、
人
間
の
理
性
と
尊
厳
に
か
か
っ
て
い
る
。
ま
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー 

シ
ョ
ン
の
重
要
性
を
思
う
と
き
、
文
化
の
相
対
性
・
多
元
性
・
多
様
性
の
認
識
が
重
要
と
な
る
。
多
く
の
要
素
を
包
含
す
る
創
造
的
文
明 

圏
へ
と
発
想
を
転
換
す
べ
き
時
代
が
到
来
し
て
い
る
。
総
合
的
に
事
物
を
判
断
す
る
能
力
が
今
ほ
ど
要
求
さ
れ
て
い
る
時
代
は
な
い
。
文 

化
相
対
主
義
と
価
値
観
の
乱
立
に
よ
る
悪
自
由
を
も
た
ら
さ
な
い
た
め
に
も
、
文
明
へ
の
透
徹
し
た
認
識
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

三

文

化

と

文

明

⑻

文 

化

こ
こ
で
文
化
と
は
何
か
、
文
明
と
は
何
か
と
い
う
基
本
的
問
題
に
触
れ
、
そ
の
相
互
関
係
を
説
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ 

ま
ざ
ま
な
意
味
で
使
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
言
葉
は
複
雑
で
あ
る
。
あ
る
哲
学
事
典
に
よ
れ
ば
、
文
化
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
 

〔(

英

・
仏

0
1
1
1

さ

さ
(

独)

1
0
1
1

き!

英
独
仏
い
ず
れ
の
場
合
も
、

そ

の

「
文
化
」
の
概
念
は
、

ラ
テ
ン
語
の
。
ヨ
百
ミ
に
由
来
し
、
 

も
と
も
と
栽
培
を
意
味
し
て
い
た
も
の
が
、
転
じ
て
一
方
で
は
教
養
を
、
他
方
で
は
あ
る
社
会
あ
る
い
は
集
団
に
固
有
の
生
活
様
式
を
意 

味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
ド
イ
ツ
語
で
は
教
養
と
し
て
の
意
味
が
つ
よ
く
、
英
語
と
く
に
ア
メ
リ
カ
流
の
文
化
人
類
学
で
は
、

⑤

生
活
様
式
的
な
も
の
へ
の
傾
斜
が
大
き
い
。〕

さ
ら
に
上
述
の
事
典
で
は
ク
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ン
の
定
義
を
標
準
と
し
て
引
用
し
、

そ
れ
は 

「歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
外
面
的
・
内
面
的
な
生
活
様
式(
伙
2.

習
^
!
?

二
匕
口
洩 

の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
グ
ル
ー
プ
の
全
員
も
し
く
は
特 

定
の
成
員
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

文
化
的
シ
ス
テ
ム
は
民
族
的
、
宗
教
的
要
素
を
包
含
す
る
。
民
族
的
、
宗
教
的
儀
礼
は
固
有
な
文
化
シ
ス
テ
ム
の
、
観
念
的
、
価
値
的
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表
現
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
自
然
環
境
と
の
相
互
関
係
や
歴
史
性
が
看
取
さ
れ
る
。
あ
る
ひ
と
つ
の
文
化
シ
ス
テ
ム
は
、
自
然
環
境 

や
風
土
と
密
接
な
関
係
を
有
し
、
他
の
文
化
と
の
衝
突
、
接
触
、
調
和
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
き
て
い
る
。
特
に
現
代
は' 

記
号
化
し 

た
貨
幣
が
国
境
を
簡
単
に
飛
び
越
え
、
多
国
籍
化
し
た
企
業
が
第
三
世
界
に
あ
ら
た
な
緊
張
と
刺
激
を
あ
た
え
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
 

ど
の
よ
う
な
周
辺
に
立
っ
て
も
、
他
文
化
を
無
視
す
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
日
本
的
文
化
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
は
た
し
て
能
動
的
な
精
神
の
表
出
が
、
言
語
を
媒
介
し
つ
つ
他
文
化 

に
向
か
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
欧
文
化
を
導
入
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
な
ら
ば' 

そ
の
根
幹
で
あ 

る
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
的
精
神
と
キ
リ
ス
ト
教
を
十
分
に
理
解
し
得
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
も
、
同
時
に
問
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
相
互 

評
価
、
相
互
批
判
の
た
め
の
前
提
と
な
る
枠
組
み
の
存
在
し
な
い
ま
ま
に
、
い
つ
の
ま
に
か
物
質
的
成
果
だ
け
が
蓄
積
さ
れ(

そ
れ
も
社 

会
資
本
の
充
実
と
い
う
意
味
で
は
疑
問
で
あ
る
が)

、

人
間
自
身
の
積
極
的
学
習
能
力
や
倫
理
性
な
ど
の
人
間
的
資
質
は
、

総
体
的
に
低 

下
し
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
高
度
化
し
た
機
械
技
術
に
も
と
づ
く
近
・
現
代
の
帝
国
主
義
、
植
民
地
主
義
は
、
日
本
人
の
心
を
つ
か
み' 

権
力
に
迎
合
す
る 

没
主
体
的
文
化
を
さ
ら
に
強
固
に
し
た
。
結
果
、
我
が
国
な
ら
び
に
関
係
諸
国
に
お
け
る
、
日
清
、
日
露
の
両
戦
争' 

そ
し
て
第
一
次
、
 

第
二
次
世
界
大
戦
を
と
お
し
て
の
、
多
く
の
人
命
損
失
を
見
た
。
第
二
次
大
戦
後
、
戦
勝
国
ア
メ
リ
カ
の
教
育
文
化
が
入
り
、
明
治
以
来 

造
ら
れ
て
き
た
人
為
的
制
度
と
し
て
の
天
皇
制
を
象
徴
化
す
る
形
で
固
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
日
本
の
敗
戦 

は
、
二
度
目
の
開
国
、
二
度
目
の
文
明
開
化
の
契
機
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
二
つ
の
文
明
開
化
の
チ
ャ
ン
ス
も
、
結

局

「
外
圧
」
に 

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
内
発
的
な
文
化
を
形
成
す
る
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
。
日
本
文
化
は' 

一
部
と
は
言
え
、
縦
軸
の
差
別 

が
い
ま
だ
に
あ
り
、
横
軸
の
関
係' 

つ
ま
り
平
等
な
人
間
関
係
を
築
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
な
い
。
性
差
別
、
障
害
者
差
別
、
部
落
差
別
、
 

学
歴
差
別
、
い
じ
め
、
在
日
外
国
人
に
た
い
し
て
見
ら
れ
る
差
別
、
教
科
書
検
定
問
題' 

慣
習
と
し
て
残
る
世
襲
制
度
な
ど
、
性
、
家
制 

度
、
言
語
表
現
、
民
族
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
わ
た
っ
て
、
同
質
の
問
題
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
内
発
的
な
、
自
由
と
平
等
へ
の
願
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望
の
不
足
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

積
極
的
に
文
化
を
創
造
し
て
ゆ
く
内
面
か
ら
の
動
き
、
 

こ
れ
こ
そ
固
有
の
文
化
を
包
含
し
つ
つ
超
え
る
、
文
明
的
精
神
の
活
動
で
あ
る 

と
考
え
ら
れ
る
。
実
は
こ
こ
に
こ
そ
、
精
神
文
明
と
し
て
仏
教
の
も
つ
意
味
が
提
起
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
本
来
仏
教
は
、
個
と
全
体
の
有 

機
的
関
係
に
お
い
て
、

因
・
縁
・
果
を
自
覚
し
つ
つ
、

そ
れ
を
主
体
的
に
表
出
す
る
文
化
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、

社
会
的
に
は
、

同
朋
性 

(

水
平
的
人
間
関
係)

を
実
現
し
て
ゆ
く
活
動
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
洞
察
力
を
備
え
た
行
動
で
あ
り' 

ま
さ
に
文
明
的
精
神
の 

根
本
で
あ
る
。

⑹

文

明

文
明
と
い
う
と
都
市
的
な
風
景
が
想
像
さ
れ
る
。
か
つ
て
農
村
に
見
ら
れ
た
生
活
様
式
を
、
徹
底
的
に
駆
逐
し
て
し
ま
っ
た
巨
大
都
市 

が
、
世
界
中
に
出
現
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
空
間
で
営
ま
れ
る
生
態
は
、
あ
た
か
も
別
の
生
命
体
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か 

し
、
都
市
は
空
間
で
あ
り
、
場
所
で
あ
る
。
集
団
的
生
態
で
は
あ
ろ
う
が
、
か
な
ら
ず
し
も
精
神
で
は
な
い
。
実
際
、
文
明
の
定
義
は
ど 

の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
文
明
史
家
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ト
イ
ン
ビ
ー
に
尋
ね
て
み
る
。

こ
の
疑
似
ラ
テ
ン
的
言
葉
は
現
代
フ
ラ
ン
ス
語
に
お
け
る
造
語
で
あ
る
。(
中
略)

以
来
、
あ
る
特
定
の
時
代
に
存
在
し
て
い
る
あ
る 

種
独
特
の
文
化
の
相
、
と
い
う
意
味
で
、
あ
ら
ゆ
る
現
代
語
に
お
い
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
現
在
知
ら
れ
て
い
る
か
ぎ 

り
で
は
、
文
明
の
時
代
は
ほ
ぼ
五
〇
〇
〇
年
前
に
始
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
バ
グ
ビ
ー
は
「文
明
」
と
い
う
言
葉
の
語
源
を
探
り
、
 

「諸
都
市
に
お
け
る
文
化
の
類
」
と

「
文
明
」
を
定
義
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
提
起
し
て
い
る
。(
中
略)

お
そ
ら
く
そ
の
言
葉
は
、
 

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
包
み
込
む
家
族
の
成
員
の
よ
う
に
そ
の
な
か
で
人
類
全
体
が
調
和
を
保
ち
な
が
ら
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
社

⑥

会
的
状
態
を
創
出
す
る
試
み
、
と
定
義
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑦
 

⑧
 

中
略
し
た
部
分
で
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
ゴ
ー
ド
ン
・
チ
ャ
イ
ル
ド
や
ク
リ
ス
ト
フ7
-
1

-

ド
ー
ソ
ン
な
ど
の
文
明
史
家
の
定
義
を
も
引
用
し
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て
い
る
の
で
あ
る
が
、
云
々
の
「社
会
的
状
態
を
創
出
す
る
努
力
」
と
、
精
神
の
活
動
的
側
面
に
文
明
の
本
質
的
定
義
を
当
て
た
こ
と
は 

ま
さ
に
慧
眼
で
あ
る
。

文
化
が
農
耕
的
経
済
活
動
を
そ
の
発
祥
と
し
、
文
明
が
都
市
的
場
面
に
お
け
る
産
業
、
交
易
な
ど
に
よ
る
余
剰
資
本
、
な
ら
び
に
技
術 

的
な
進
歩
を
基
盤
と
す
る
精
神
活
動
を
内
包
す
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
き
ほ
ど
他
文
化
あ
る
い
は
異
文
化
と
交
流
を 

免
れ
得
た
文
化
は
お
そ
ら
く
存
在
し
な
い
と
述
べ
た
が
、
そ
の
意
味
で
言
え
ば
、
文
化
に
は
か
な
ら
ず
伝
播
的
側
面
が
あ
り
、
ま
さ
に
そ 

こ
が
文
明
の
同
様
な
側
面
と
混
同
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
文
明
に
は
さ
き
ほ
ど
の
定
義
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
包
み
込
む
要
素
が 

あ
る
。

こ
れ
が
家
族
の
よ
う
に
調
和
を
保
つ
な
ら
ば
問
題
は
な
い
。

し
か
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
文
明
の
質
に
よ
っ
て
そ
れ
は
異
な
っ
て
く 

る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
文
明
は
そ
の
背
後
に
異
文
化
侵
略
的
な
傾
向
が
あ
っ
た
し(

同
時
に
そ
れ
を
自
己
批
判
す
る 

「解
放
の
神
学
」
な
ど
の
動
き
を
生
み
出
し
て
い
る
の
も
そ
の
文
明
の
強
さ
で
あ
る
が)

、

仏
教
文
明
に
は
比
較
的
に
「寛
容
」

の
態
度 

が
見
受
け
ら
れ
た
。

文
化
も
文
明
も
諸
方
面
に
わ
た
る
精
神
活
動
で
あ
る
。
造
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
過
去
の
文
化
的
対
象
を
働
き
と
し
て
の
精
神 

6
=

 

文
化)

と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
沈
黙
も
ひ
と
つ
の
思
想
表
現
の
あ
り
か
た
で
あ
る
。
語
ら
れ
な
か
っ
た
文
化
も
あ
ろ
う
。
ト 

イ
ン
ビI

も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
文
明
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
包
含
す
る
創
造
的
精
神
活
動
で
あ
る
。
そ
こ
に
集
約
的
に
と
ら
え
ら
れ
る 

文
化
と
の
違
い
を
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
文
化
に
し
て
も
文
明
に
し
て
も
、
い
ず
れ
も
精
神
的
表
出
活
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に 

は
注
目
し
て
お
き
た
い
。

確
か
に
衛
星
都
市
、
新
産
業
都
市
、
地
方
都
市
、
 

首
都
な
ど
の' 

都
市
に
情
報
が
集
中
す
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
刻
々
と
変
化
す
る
諸 

条
件
を
分
析
す
る
装
置
が
な
け
れ
ば
、
現
在
の
文
明
を
云
々
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
テ
レ
ビ
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
等
の
端
末
を
と
お
し 

て
情
報
は
い
ま
や
ど
こ
に
居
て
も
入
出
可
能
で
あ
る
。
現
代
文
明
を
理
解
す
る
に
は
、
こ
の
よ
う
な
最
新
科
学
文
明
の
結
果
し
た
も
の
に 

た
い
す
る
十
分
な
知
識
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
そ
れ
は
容
易
な
仕
事
で
は
な
い
。

「新
人
類
」
な
ど
と
い
う
言
葉
が
市
民
権
を
得
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て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
た
に
情
報
と
い
う
角
度
か
ら
今
人
間
に
何
か
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四 

清
沢
満
之
の
文
化
観
・
文
明
観

⑹

一
精
粋
と
し
て
の
宗
教
は
文
明
の
根
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と 

清
沢
満
之
が
文
明
に
つ
い
て
語
る
の
は' 

た
と
え
ば
明
治
三
三
年
六
月
発
行
の
『
哲
学
雑
誌
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
彼

は

「宗
教
と
文 

明
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
そ
の
相
互
関
係
を
探
っ
て
い
る
が
、
次
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
し
て
い
る
。

㈠

宗
教
は
文
明
の
た
め
に
滅
却
せ
ら
る
る
も
の
な
り
ゃ
。

㈡

宗
教
は
文
明
の
度
に
応
じ
て
変
化
す
る
も
の
な
り
ゃ
。

吾
人
は
今
こ
こ
に
宗
教
と
概
称
せ
り
。
し
か
る
に
そ
の
概
称
は
個
々
の
宗
教
宗
派
を
云
ふ
や
、
あ
る
い
は
宗
教
全
体
を
総
括
し
て
こ

⑨
 

れ
を
云
ふ
や
、
あ
る
い
は
ま
た
諸
宗
教
に
概
通
し
た
る
と
こ
ろ
の
精
粋
に
つ
い
て
こ
れ
を
云
ふ
や
の
疑
問
あ
ら
ん
。
 

そ
し
て
そ
れ
に
応
え
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

吾
人
の
所
見
は' 

こ
の
三
問
題
を
融
和
し
て
、
支
齬
せ
し
め
ざ
る
も
の
に
し
て
、
こ
れ
を
連
結
し
て
い
へ
ば
、
個
々
の
宗
教
宗
派
は 

畢
竟
一
精
粋
の
発
現
に
し
て
、
そ
の
全
体
を
挙
げ
て
、
以
て
一
精
粋
の
妙
致
を
顕
揚
す
る
も
の
な
り
と
す
。
故
に
今
宗
教
と
文
明
と 

の
関
係
に
お
け
る
、
宗
教
は
こ
れ
を
か
の
根
本
的
一
精
粋
と
見
る
も
可
な
る
べ
く
、
ま
た
こ
れ
を
個
々
宗
教
宗
派
の
総
体
と
見
る
も

⑩
 

可
な
る
べ
し
。
し
か
し
て
個
々
の
宗
教
宗
派
は
、
こ
の
二
見
地
の
何
れ
に
も
付
属
す
る
も
の
と
せ
ば
可
な
り
と
す
。
 

こ
こ
で
、
清

沢

は

「
一
精
粋
の
発
現
」
こ
そ
が
宗
教
で
あ
り
、
そ
れ
は
文
明
の
根
本
で
あ
る
と
み
な
す
。
こ

の

「宗
教
」
と

は

「
無
限
的 

要
求
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
「普
遍
・
完
全
」

へ
の
要
求
で
あ
る
。
科
学
文
化
の
出
現
に
よ
っ
て
宗
教
が
滅
亡
す

⑪

る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
こ
と
が
、
す
で
に
ス
ペ
ン
サ
ー
流
の
進
化
論
が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
明
治
後
期
に
お
い
て
喝
破
さ
れ
て
い
る
。
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「
宗
教
を
以
て
文
化
の
一
大
要
素
と
し
て
、
し
か
も
文
化
の
進
歩
が
宗
教
を
滅
亡
せ
し
む
べ
し
と
い
ふ
は
、
自
家
撞
着
の
甚
し
き
も
の
な 

⑫

る
が
故
に
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

多
元
的
文
明
世
界
に
お
け
る
清
沢
の
言
う
一
精
粋
の
発
現
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
す
と
き
、
我
々
は
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
歴
史 

観
を
思
い
起
こ
す
。
彼
は
精
神
的
創
造
、

つ
ま
り
共
同
的
精
神
状
態
の
反
映
と
し
て
の
文
化
の
産
出
を
、
意
味
的
統
一
と
し
て
理
解
す
る
。
 

そ
れ
は
道
具
や
知
識
の
共
同
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
国
家
的
統
一
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
制
度
の
持
続
・
安
定
に
も
ま
た
そ
れ
は
あ 

て
は
ま
ら
な
い
。
真
の
統
一
は
「最
も
深
遠
な
自
覚
、
本
質
的
な
開
示
の
輝
け
る
瞬
間
」
に
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
に
聞
い 

て
み
る
。

わ
れ
わ
れ
の
歴
史
像
は
、
 

わ
れ
わ
れ
が
無
限
の
進
歩
を
認
め
る
か
、
あ
る
い
は
没
落
・
の
斜
陽
を
認
め
る
か
に
応
じ
て
、
た
と
え
ど
ん 

な
に
強
く
変
容
さ
れ
る
も
の
に
し
て
も
、(
中
略)

全
体
的
歴
史
像
と
し
て
の
知
は
究
極
的
な
知
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
決
定
的 

に
重
大
な
の
で
あ
る
。
要
は
、
時
間
の
中
で
の
永
遠
と
し
て
の
現
前
性
に
深
く
触
れ
る
も
の
が
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。
歴
史
は
よ
り 

広
汎
な
地
平
に
包
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
地
平
の
中
で
は
現
前
性
は
、
場
所
、
確
証
、
決
意
、
充
実
と
み
な
さ
れ
る
。
永
遠
な
る
も 

の
は' 

時
間
の
中
で
の
決
意
と
し
て
出
現
す
る
。
実
存
の
超
越
す
る
意
識
に
と
っ
て' 

歴
史
は
永
遠
の
現
在
に
お
い
て
消
滅
し
て
い

⑭

る
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
こ
れ
は
満
之
の
考
え
方
と
酷
似
し
て
い
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
ニ
ー
チ
ェ
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
存
主
義
に
影
響
を
受
け
た
思
想
家 

で
あ
る
が
、
技
術
や
機
械
に
よ
る
非
人
間
性
、
無
意
味
性
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
衆
愚
性
か
ら
の
、
精
神
的
回
復
を
強
く
訴
え
る
。
満
之 

よ
り
二
十
三
歳
年
が
若
い
と
い
う
こ
と
は' 

さ
ら
に
具
体
的
な
近
代
的
人
間
の
課
題
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
直
接 

的
師
資
相
承
と
い
う
こ
と
が
な
く
て
も
、
こ
の
よ
う
に
根
元
的
課
題
が
、
人
と
思
想
を
、
異
な
っ
た
時
空
に
お
い
て
動
か
す
と
い
う
こ
と 

が
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
現
代
の
多
元
的
価
値
観
に
生
き
る
我
々
の
課
題
で
も
あ
ろ
う
。
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⑹

倫
理
と
宗
教
と
の
関
係 

清
沢
に
と
っ
て
倫
理
と
宗
教
と
の
関
係
は
、
宗
教
と
文
明
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
ー
大
要
点
で
あ
っ
た
。
そ 

れ
ら
が
補
足
し
合
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
大
切
な
こ
と
は
宗
教
に
お
い
て
は
何
が 

連
続
し
、
何
が
非
連
続
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
厳
密
な
考
察
で
あ
ろ
う
。
倫
理
は
文
明
の
発
達
に
よ
っ
て
も
天
動
説
か
ら
地
動
説
へ
の
よ 

う
に
、
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
が
多
々
出
て
く
る
が
、
次
の
よ
う
に
清
沢
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
一
点
は
大
切
で
あ
る
と
思 

わ
れ
る
。

宗
教
部
内
に
顕
現
せ
る
科
学
的
お
よ
び
倫
理
的
の
事
項
に
お
け
る
変
更
す
ら
、
な
ほ
か
っ
こ
の
如
し
。
も
し
か
の
儀
式
作
法
の
如
き 

科
学
的
お
よ
び
倫
理
的
に
は
ま
っ
た
く
無
関
係
な
る
と
こ
ろ
の
末
形
に
至
り
て
は
、
畢
竟
時
代
の
便
宜
に
応
じ
て
、
任
意
に
変
更
さ 

る
る
も
毫
も
不
可
な
き
な
り
。(
中
略)

宗
教
の
末
形
が
時
代
に
応
じ
て
変
更
さ
る
る
事
を
、
科
学
や
倫
理
を
標
準
と
し
て
、
宗
教
の 

本
領
を
滅
却
せ
ん
と
す
る
と
は
、
 

大
い
に
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
こ
と
な
り
。
吾
人
は
宗
教
の
変
化
に
お
い
て
は
、
常
に
前
者
の
実

⑮
 

行
さ
る
べ
き
を
希
望
す
と
い
へ
ど
も
、
決
し
て
後
者
の
必
要
を
認
む
能
は
ざ
る
な
り
。
 

科
学
と
混
同
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん' 

宗
教
が
倫
理
と
混
同
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
は
戒
め
ら
れ
て
い
る
。
倫
理
は
大
い
に
唱 

道
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
 

倫
理
を
基
準
に
し
て
宗
教
を
求
め
る
こ
と
は
越
権
行
為
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
倫
理
が
重
要
な
問
題 

で
あ
る
と
い
う
主
張
と
、
宗
教
は
倫
理
と
し
て
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
別
で
あ
る
。
倫
理
と
宗
教
と
の 

決
定
的
な
違
い
は
、
そ
の
本
質
が
相
対
有
限
で
あ
る
か
、
絶
対
無
限
で
あ
る
か
に
よ
る
。
『
全
集
』(
第
六
巻
三
八
五
頁)

で
も
述
べ
ら
れ
て 

い
る
よ
う
に
、
 

そ
れ
ぞ
れ
の
個
我
は
大
宇
宙
に
お
け
る
一
自
己
と
し
て
絶
対
無
限
に
関
わ
っ
て
い
る
。
個
我
は
小
宇
宙
と
し
て
説
明
さ
れ 

る
。
そ
こ
で
は
個
人
の
絶
対
的
自
由
を
主
張
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
相
対
有
限
の
存
在
が
、
そ
の
存
在
根
拠
を
絶
対
無
限
に 

依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
「
承
認
」
す
る
こ
と
で
あ
り
、
実
際
そ
の
こ
と
自
体
が
信
仰
に
含
ま
れ
る
。
宗
教
に
は
宗
教
の
分
限
が
あ
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る
。
近
代
的
発
想
に
顕
著
な
の
は
、
倫
理
的
心
性
で
宗
教
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
清
沢
は
感
じ
て
い
た
。
 

文
明
観
と
人
間
観
と
に
は
共
通
性
が
あ
る
。
倫
理
は
人
間
観
で
あ
る
。
宗
教
も
人
間
観
を
含
ん
で
い
る
が
、
人
間
を
ど
う
見
る
か
と
い 

う
立
場
が
異
な
っ
て
い
る
。
倫
理
は
善
悪
の
道
徳
的
基
盤
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
宗
教
は
善
悪
を
越
え
た
、
絶
対
無
限
と
関
わ
ろ
う
と
す 

る
営
み
で
あ
る
。
清
沢
は
そ
こ
に
宗
教
を
見
た
。

⑹

文
明

・
文

化

・
宗
教

清
沢
が
一
精
粋
と
し
て
の
宗
教
を
文
明
の
根
本
と
看
破
し
、
世
界
文
化
と
し
て
の
そ
の
多
様
な
る
現
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
固
有
の
質 

を
保
ち
な
が
ら
統
一
さ
れ
る
と
考
え
た
こ
と
は
、
以
上
の
考
察
で
大
略
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
そ
の
一
精
粋
と
は
無
限
的
要
求
で
あ 

り
、
完
全
と
普
遍
へ
の
要
求
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
定
義
を
下
す
と
き
、
通
念
的
文
化
・
文
明
の
意
味
規
定
と
齟 

齬
し
て
い
く
。
し
か
し
こ
の
独
自
の
概
念
規
定
に
し
た
が
っ
て
文
化
・
文
明
の
本
質
を
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
象
化
さ
れ
た
も 

の
の
感
性
的
側
面
の
み
に
眼
を
奪
わ
れ
、
 

宗
教
的
主
体
に
関
す
る
厳
密
な
考
察
を
い
っ
し
か
忘
却
し
て
し
ま
う
危
険
を
回
避
す
る
こ
と
が 

で
き
る
。

空
間
的
に
表
現
さ
れ
た
、
「
か
た
ち
」
と
し
て
の
文
化
，
文
明
観
に
親
し
み
す
ぎ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
ら
を
造
形
し
て
ゆ
く
見 

え
な
い
働
き
そ
の
も
の
を
我
々
は
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
文
化
・
文
明
の
主
体
は
宗
教
的
主
体
で
あ
る
。

ユ
ダ
ヤ
教
・
イ
ス
ラ
ム 

教
の
よ
う
な
信
仰
の
形
象
化
を
拒
否
す
る
宗
教
は
、
そ
れ
な
り
の
仕
方
で
、
歴
史
を
創
造
し
て
ゆ
く
力
を
も
っ
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
な 

ら
び
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
文
明
は
、
神
の
子
イ
エ
ス
を
立
て
、
聖
書
に
も
と
づ
い
て
歴
史
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
基
本 

的
に
神
的
存
在
は
、
人
間
に
よ
っ
て
形
を
与
え
ら
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
の
方
向
か
ら
人
間
を
見 

る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
は
い
か
に
神
を
対
象
化
し
て
も
、
そ
の
認
識
を
表
現
す
る
と
き
、
人
間
の
眼
を
通
過
せ
ざ
る
を 

得
な
い
の
で
、
有
限
相
対
的
な
形
象
を
と
る
。
本
来
の
無
限
的
自
由
は
神
の
側
か
ら
し
か
認
識
さ
れ
得
な
い
。

清
沢
の
仏
教
的
な
文
脈
に
お
い
て
は
、
有
限
な
人
間
は
、
有
限
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
的
自
由
と
同
質
の
自
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由
が
施
与
さ
れ
る
。
そ
こ
に
実
践
的
認
識
論
が
介
在
し
て
い
る
。
文
化
・
文
明
の
基
層
に
宗
教
を
見
る
と
い
う
立
場
は
一
応
確
立
し
て
い 

る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
と
き
の
宗
教
の
意
味
付
け
が
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
基
層
に
宗
教
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
 

清
沢
に
お
い
て
は
「
文
化
・
文
明
」
即

「
宗
教
的
精
神
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

教
育
者
と
し
て
の
満
之
、
宗
門
制
度
改
革
者
と
し
て
の
満
之
、
さ
ら
に
宗
教
思
想
家
と
し
て
の
満
之
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
い
て' 

彼 

は
表
現
し
、
志
向
す
る
働
き
と
し
て
の
自
己
内
部
の
自
由
に
焦
点
を
定
め
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
そ
の
視
点
は
つ
ね
に
無
限
な
る
働
き
、
 

普
遍
・
完
全
な
る
働
き
の
表
出
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
意
志
の
自
由
な
ら
び
に
直
接
自
覚
と
い
う
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。

(<1)

意
志
作
用
と
自
由

こ
の
意
志
の
自
由
は
倫
理
・
道
徳
的
意
識
の
次
元
と
は
関
わ
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
無
限
と
し
て
の
自
由
の
働
き
に
あ
る
。
こ
の
清
沢 

の
自
由
は
必
然
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
宇
宙
万
有
は
「
因
果
の
大
理
法
」
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。

一
切
の
因
果
に
お
い
て
は
、
 

自

由

・
不
自
由
の
双
方
と
も
具
有
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に' 

我
々
の
意
志
作
用
に
も
自
由
な
る
側
面
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
。
「他
因
他
果
」
、

つ
ま
り
人(

甲)

を
原
因
と
し
て6

(

乙)

を
結
果
す
る
と
き
ど
う
な
る
か
。
こ
こ
は
非
常
に
大
切
な
と
こ
ろ
で
あ 

っ
て
、
満
之
も
精
察
を
加
え
て
い
る
。

甲
を
原
因
と
し
、
乙
を
結
果
す
と
い
う
は' 

他
因
他
果
の
説
に
し
て
、
真
正
の
因
果
方
軌
に
あ
ら
ず
と
。(
中
略)

他
因
自
果
と
自
因 

他
果
と
は
、
他
因
他
果
の
二
方
面
に
過
ぎ
ず
、
故
に
と
も
に
真
正
の
因
果
方
軌
に
あ
ら
ざ
る
な
り
と
。(
中
略)

こ
れ
因
果
の
方
軌
中
、
 

自
・
因
自
果
の
一
説
が
、
因
と
果
と
に
通
じ
て
自
な
る
要
素
を
付
帯
す
る
所
以
な
り
。
こ
の
自
な
る
要
素
こ
そ
、
か
の
因
果(

す
な
わ 

ち
前
現
象
後
現
象)

の
二
者
を
連
絡
し
て
、
離
る
る
能
は
ざ
ら
し
む
の
根
基
た
る
な
れ
。(
中
略)

こ
れ
を
要
す
る
に
、
真
正
な
る
因 

果
方
軌
の
形
式
は' 

甲
—
乙
と
甲
—
甲
と
の
総
合
た
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。(
中
略)

一
切
の
因
果
は
か
な
ら
ず
不
自
由
的
な
る 

と
同
時
に
、
自
由
的
な
る
も
の
な
り
。
故
に
吾
人
の
意
志
作
用
も
も
と
よ
り
因
果
法
以
外
に
存
す
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
が
故
に' 

こ
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れ
ま
た
無
自
由
的
な
る
も
の
と
同
時
に
、
自
由
的
な
る
も
の
た
ら
ざ
る
べ 

か
ら
ず
。

こ
の
自
由
・
不
自
由
を
両
有
す
る
自
覚
的
主
体
は
、
「
一
体
貫
通
」
の
論
理
の
下
、

す

で

に

『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
第

四

章

「転
化
論
」
に 

お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
自
覚
主
体
は
清
沢
に
お
い
て
「霊
魂
」
と
い
う
名
称
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
発
展
す
る
と
い
う
こ 

と
の
意
味
は
、
「事
物
の
性
能
を
創
造
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
、

た
だ
そ
の
本
来
の
性
能
を
究
知
し
て
、

そ
の
知
識
相
応
の
境
界
に
処
す
る

&
の
み
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
因
果
論
的
に
過
去
を
荷
い
つ
つ
貫
通
し
て
い
る
直
接
的
自
覚
主
体
は
、
自
己
の
認
識
す
る
範
囲
に 

お
い
て
自
由
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
同
時
に
不(

無)

自
由
性
を
も
裏
面
に
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

五
平
等
性
へ
の
祈
念

我
々
は
清
沢
満
之
の
文
明
論
は
宗
教
論
で
あ
り' 

そ
れ
は
有
限
者
に
よ
る
一
精
粋
と
し
て
の
無
限
的
自
覚
を
基
体
と
し
て
い
る
と
こ
ろ 

ま
で
知
っ
た
。
清
沢
に
お
い
て
文
化
と
文
明
と
の
明
確
な
区
別
は
ま
だ
な
い
。
そ
れ
ら
は
多
分
に
同
義
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
現 

代
の
主
に
文
化
人
類
学
的
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
議
論
や
、
歴
史
学
者
に
よ
っ
て
も
の
さ
れ
る
文
明
史
論
の
ご
と
き
展
開
は
見
ら
れ
な
い
。
 

彼
の
立
場
は
い
わ
ゆ
る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
い
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
き
わ
め
て
ラ
ジ
カ
ル
な
実
行
主
義
に
も
と
づ 

く
、
本
来
の
合
理
的
啓
蒙
性
で
あ
る
。
我
々
を
啓
発
せ
ん
と
す
る
意
志
の
強
さ
は
常
人
の
近
づ
き
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
我 

々
の
胸
を
打
つ
の
で
あ
ろ
う
。

意
味
生
成
主
体
に
重
き
を
置
く
彼
の
素
朴
な
文
化
論
こ
そ
実
は
、
純
化
さ
れ
た
形
で
、
人
類
文
明
の
根
本
的
な
問
題
と
接
触
し
て
い
る 

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
云
々
の
「
社
会
的
状
態
を
創
出
す
る
努
力
」
と
い
う
ト
イ
ン
ビ
ー
の
文
明
定
義
に
も
学
び
な
が
ら' 

我
々
は
枯 

渴
し
、
物
質
化
さ
れ
、
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
文
化
，
文
明
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
再
度
主
体
の
側
に
と
り
も
ど
す
必
要
が
あ
る
。
絶
対
無
限
に 

支
え
ら
れ
た
、
有
限
で
は
あ
っ
て
，も' 

意
味
を
見
い
だ
す
存
在
と
し
て
自
由
な
人
間
の
回
復
が
願
わ
れ
る
。
満
之
は
、
実
は
大
谷
派
を
と 

お
し
て
精
神
主
義
の
壮
大
な
「
文
明
的
実
験
」
を
こ
こ
ろ
み
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
『
教
界
時
言
』
第
一
号
に
も
ど
っ
て
み
よ
う
。
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故
に
余
輩
立
言
の
目
的
は' 

我
が
大
谷
派
を
し
て
そ
の
尊
厳
を
失
墜
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
に
在
り
。
我
が
大
谷
派
を
し
て
そ
の 

勢
力
を
損
減
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
に
在
り
。
我
が
大
谷
派
を
し
て
国
家
の
盛
運
を
翼
賛
し
、
お
お
い
に
か
の
世
界
的
統
一
的
文

㉒

化
の
暢
発
を
助
け
し
め
ん
と
欲
す
る
に
在
り
。

「
大
谷
派
が
為
す
べ
き
の
本
務
を
為
し
、
以
て
か
の
世
界
的
統
一
的
文
化
の
暢
発
を
助
け
、
以
て
国
家
の
盛
運
を
翼
賛
せ
し
め
ん
と
欲
す 

る
に
外
な
ら
ず
。
『
教
界
時
言
』
発
行
の
本
旨
ま
た
こ
こ
に
在
り
」
と
、
内
容
を
反
復
し
な
が
ら
、

宣
言
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

世
界
文 

化
の
統
一
と
い
う
こ
と
に
満
之
の
本
来
的
目
的
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
大
谷
派
の
運
動
に
限
定
さ
れ
て
い
て
も' 

そ
の
眼
は
遙
か
遠
く
を 

眺
め
て
い
た
。

我
々
の
大
切
な
課
題
の
ひ
と
つ
は
、
清
沢
の
主
体
的
自
覚
を
文
明
論
・
文
化
論
と
し
て
考
え
る
こ
と
と
同
時
に
、
そ
の
自
由
論
的
側
面 

を' 

さ
ら
に
平
等
論
と
し
て
空
間
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
絶
対
無
限
に
包
ま
れ
た
相
対
有
限
の
自
覚
的
主
体
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
 

清
沢
は
近
代
的
物
質
文
明
に
内
在
的
批
判
を
加
え
た
。
さ
ら
に
我
〈
は
そ
の
自
覚
的
時
間
を
再
度
空
間
化
し
、
個
々
の
文
化
が
、
疎
外
さ 

れ
る
こ
と
の
な
い
平
等
な
る
世
界
を
あ
ら
た
に
形
成
す
る
た
め
に' 

再
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
の
自
覚
的
時
間
は
平
等
空
間
化 

(

水
平
化)

さ
れ
る
。
時
が
経
ち
、
そ
の
空
間
が
汚
れ
て
く
る
と
き
、
そ
の
形
成
者
に
よ
っ
て
自
覚
的
時
間
に
戻
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
満 

之
の
精
神
は
そ
の
よ
う
な
循
環
運
動
を
大
局
的
に
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
垂
直
軸
と
水
平
軸
と
が
交
差
し
て
い
る
部 

分
で
あ
り
、
緊
張
を
孕
ん
だ
場
で
あ
る
。
動
き
を
も
っ
た
創
造
的
な
場
所
で
あ
る
。
東
京
に
お
け
る
明
治
三
四
年
の
真
宗
大
学
開
校
の
辞 

に
お
い
て
、

「
我
々
が
信
奉
す
る
本
願
他
力
の
宗
義
に
基
き
ま
し
て
、

我
々
に
於
て
最
大
事
件
な
る
自
己
の
信
念
の
確
立
の
上
に
其
信
仰 

を
他
に
伝
へ
る' 

即
ち
自
信
教
人
信
の
誠
を
尽
す
べ
き
人
物
を
養
成
す
る
の
が
本
学
の
特
質
で
あ
り
ま
す
。
」
と
、
満
之
は
述
べ
て
い
る
。
 

そ
の
信
念
は
、
先
の
自
覚
的
時
間
に
ほ
か
な
ら
ず
、
平
等
空
間
に
実
現
さ
れ
て
ゆ
く
世
界
な
の
で
あ
る
。
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さ

い

ご

に

戦
後
五
〇
年
に
わ
た
る
圧
倒
的
経
済
成
長
に
よ
っ
て
、
今
日
本
は
か
つ
て
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
物
質
的
繁
栄
を
享
受
し
て
い
る
。
し 

か
し
日
本
は
文
化
国
家
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
ま
だ
文
化
と
か
文
明
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
実
際
の
内
容
を
把
握
す 

る
こ
と
な
し
に' 

今
に
至
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
日
本
丸
」
は
世
界
地
図
が
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
今
、
ど
の
よ
う
な 

海
図
を
も
ち' 

ど
の
よ
う
な
海
を
、
 

ど
の
よ
う
な
目
的
で
航
行
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

清
沢
満
之
は
、
仏
教
を
精
察
し
な
が
ら
西
洋
文
明
と
対
決
し
よ
う
と
し
た
。
我
々
は
我
々
自
身
の
伝
統
と
境
遇
の
な
か
か
ら
、
指
摘
さ 

れ

た

「
一
精
粋
」
に
至
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
歴
史
的
、
体
験
的
事
実
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
限
定
さ
れ
た
民
族
と
し
て
の
自
己 

を
相
対
化
し
、
そ
れ
を
内
在
的
に
批
判
す
る
真
理
，
真
実
・
教
法
を
感
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
辛
い
道
程
で
は
あ
っ
て
も' 

文
化
・
 

文
明
的
媒
介
、
特
に
言
語
と
人
格
と
の
媒
介
に
よ
っ
て
、
生

活

・
思
想
を
表
現
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
観
念
的
社
会
主
義
の
矛 

盾
は
、

金
権
主
義
や
悪
し
き
資
本
主
義
の
そ
れ
と
同
程
度
に
露
出
し
た
。

今
こ
そ
、

通
念
的
文
化
主
義
で
は
な
く
、

批
判
的
精
神
文
化 

に
立
っ
た
生
活
者
の
文
明
主
義
が
要
求
さ
れ
る
。
鳥
瞰
図
的
世
界
観
を
も
ち
な
が
ら
、
伝
統
に
立
つ
満
之
の
姿
勢
に
私
は
学
び
た
い
と
思 

う
。

註①

 

寺

川

俊

昭

『
清
沢
満
之
論
』
、
文
栄

堂

、

昭
和
四
十
八
年
、

七〇
頁
参
照
。

②
 

『
清
沢
満
之
全
集
』
第
四

巻

、
法
蔵
館
、

昭

和

五

三

年
(

第
五

刷)

、

一
七
六
〜
一
七
七
頁
。(

引
用
文
は
読
み
や
す
い
よ
う
に
書
き
変
え
た
部
分 

が
あ
る
。

ま
た
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。

以

下

『
全
集
』

と
す
る
。)

③
 

イ

ス
ラ

ム

文

化

研

究

の

権

威
で

あ

る

井

筒

俊

彦

氏

は

そ

の

著

『
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
』
(

岩
波
文
庫)

の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
異
常
に 

狭
く
な
っ
た
こ
の
世
界
空
間
の
中
に
、

そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
文
化
伝
統
を
担
っ
た
多
く
の
民
族
が
雑
然
と
投
げ
込
ま
れ
て
、
押
し
合
い
へ
し
合
い
し
て 

い
る
。
当
然
、

そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
な
難
問
が
世
界
的
規
模
で
起
こ
っ
て
き
ま
す
。

経
済
的
、
政
治

的

、
宗
教

的

、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
摩
擦
、
衝
突
、 

闘
争
に
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
人
類
は
巻
き
こ
ま
れ
て
い
く
。

簡
単
に
言
え
ば
異
文
化
間
の
対
立
、

激
突
、

と
い
う
こ
と
。

カ
ー
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ル

・

ポ

ッ

パ

ー

の

い

わ

ゆ

る

「
文

化

的

枠

組

」

の
対
立
で
す
。

そ
こ
か
ら
必
然
的
に
生
じ
て
く
る
人
類
の
文
化
的
危
機
を
わ
れ
わ
れ
は
現
に
身
を
も 

っ
て
経
験
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
」

『
哲
学
事
典
』
、

平
凡
社
、

昭
和
四
十
六
年
、

ー
二
三
九
頁
。

⑤⑦ ⑥
2

1

6

 1
0
3
 X

月

牙

。
す

(
一
9

〇5—
6
0
)。

ア
メ
リ
カ
の
文
化
人
類
学
者
。

三
七
年
間
ナ
バ
ホ
族
の
民
俗
誌
的
研
究
に
従
事
し
た
。
第 

二
次
大
戦
後
の
日
本
に̂

け

る

〇
11
〇
顧
問
の
一
人
。

7

 
ノ
さ 

之
ミ
ミ5
 

1
9
4
6
,
卫

7
5
0

ミ
ミ
マ 

さ
?
/

ミ2
、

ミ

、5
0
6

さ̂

ミ&
 
9

ミ
い
ミ-

」94

8

・
 

6

ミ
ミ
ミ
——。

〇
さ

。
ミ 

壬
3，0

ミ0
へ

。
〇

ミ̂

^

音0

〇
各3

壬0
3
-

1
9
5
2
・

な
ど
著
書
は
多
い
。

1
1
0

民 

3
？0
；71

11
3

0
0

ハ
 4

 

い
壬
ま 

〇

ゝ
エ2

3
0
7

ご

。̂
0

ビ

キ

ぎ 0
3
 

7
6

 
ビ
を一

 

0,
34

 4
0
7
2
0
8
0
0

^

^
0
^
2
3
4
0
7

 0
X
0

 

も

箱

。
。̂

。
声

『
0
1
1
:
一
3
!
一
4  

工0
1
1
5
9
1
9
8
8

 
^
0
^
 

〇̂
.

引
用
和

文

拙

訳

。

く2
6

0

〇
比0

=

 
2
1

二̂
 

(
一
8
92—

1
9
5
7
)。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
生
ま
れ
。

シ
ド
ニ
ー
大
学
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
学
ぶ
。
『
人
間
が
人
間
を 

つ

く

る
(

営

7“

鬲

ま5

胆

ゑ

く
)

』

は

『
文

明

の

起

源
(

岩
波
新
書)

』

と
し
て
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

合
理
的
、

科
学

的
人
類
観
に
も
と
づ
き

、

⑧⑪⑩⑨
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
非
合
理
主
義
に
対
抗
し
た
。

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
北
方
民
族
優
越
論
に
た
い
し
て
学
問
的
に
猛
烈
な
反
駁
を
加
え
た
。

王
立
人
類
学
会
員 

も
勤
め
た
考
古
学
者
。0

き

脣
〇
へ 5

'
ミ
〇̂

ミ 
9
2
1

・
よ

〇

ミ
(

厂01
1
6
0
!
し

1
9
2
5

)

ゝは
7
7
0

ミ"

は
,5

3
0
7
0
7
1
~
7
辽

〇
-
-
5

ミ0
0
0
4
7
2

 

(
3
？

 の

晶
ヨ
コ 

030
0

页

，1
9
42

)

を
始
め
、

著
書
多
数
。

0
1
1

ユ̂

〇̂

巴

丄

も

マ

〇3

を
〇
ロ 

(189911970)
。

イ
ギ
リ

ス
生
ま
れ
。

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
卒
業
。

改
宗
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
と
な 

る
。

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
神
学
院
で
宗
教
的
観
点
か
ら
の
欧
米
文
化
史
論
を
講
義
。

鬲

ミ
#

ミ
6
3

2.
迄

ま

で
(

厂〇

ち
〇?

刃

口

已

3
1
1
6

 

〇

比3

 

1
9
2
4

-

第

款

賣

辺
一
^:
〇
さ(

厂01
1

0-0
1
1

、5
1
1

6
6

04
百

04
ミ3

1
9
1
9
3
4
)

 

な
ど
著
書
多
数
。

『
全
集
』

第
六
巻
三
八
九
頁
。

同
三
九
〇
頁
。

『
全
集
』
第

二

巻

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

『
西
洋
哲
学
史
講
義
』

は
、

明
治
二
三
年
よ
り
二
六
年
の
間
に
な
さ
れ
た
真
宗
大
学
寮
で
の
講
義
で
あ
る 

が
、
講

義

を

し

め

く

く

る

最

後

の

項

目

が

工£

〇4①

ユ

5

锦

で

あ

る

。

こ
の
社
会
有
機
体
説
を
と
る
進
化
論
者
の
思
想
を
、

満
之
は
わ
か
り
ゃ 

す
く
説
明
し
て
い
る
。5

1
^

耳

二

は

一

八

六

〇

年

に

出

版

し

た

『
総
合
哲
学

体
系
』

を
、

そ
の
後
さ
ら
に
二
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
推
敲
し
た
と
い 

わ
れ
て
い
る
が
、

満
之
は
こ
の
著
作
に
よ
り
、

5
1
>
6

ミ

曾

の

〔
第

一

原

理

・
生

物

学

原

理

・
心

理

学

原

理

・
社

会

学

原

理

，
道

徳
学

原
理
〕

を
簡

単
に
説
明
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
第
一
原
理
に
よ
っ
て
、
宗
教
と

科
学
は
、
絶
対
不
可
知
的
な
る
も
の
に
た
い
し
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
そ
れ
ぞ
れ
こ
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と
な
り
、
相
対
立
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
取
り
上
げ
て
い
る
。
事
実
に
も
と
づ
い
て
論
を
進
め
る
帰
納
法
的
な
態
度
に
は
大
い
に
関
心
を
覚
え 

て
い
る
と
思
え
る
。

1111111311

は一
1
<
3
1
1

ナ

と

『
二
乞
一
〇-
ー
ー
工
品6

1

に
も
多
大
な
関
心
を
払
っ
た
。

こ

の

『
全

集

』
版

『
講

義

』

に
お
い
て
は
、
 

1
金

只

に

ハ

四

頁

、
ヱ

閔

巴

に

六

ハ

頁
も

割

か

れ

て

い

る

。

こ
の
二
人
に
当
て
ら
れ
た
説
明
は
、
『
講
義
』
全
五
二
七
頁
の
約
三
割
で

あ
り
、

古
代 

か
ら
近
世
の
約
九
〇
人
に
も
わ
た
る
哲
学
者
に
解
説
を
加
え
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、

そ
の
二
人
へ
の
関
心
の
大
き
さ
が
知
ら
れ
る
。 

⑫

『
全
集
』
第
六
巻
三
九
五
頁
。

⑬
 

『
歴

史

の

起

源

と

目

標(

『
ヤ
ス
パ
ー
ス
選
集
』
第
九
巻)

』
、

理
想
社
、

昭
和
三
九
年
初
版
、

四
六
ハ
頁
。

⑭

同
五
〇
三
頁
。

⑮

『
全
集
』
第
六
巻
四
〇
〇
頁
。

⑯
 

た
と
え
ば
言
語
学
で
は
、

自

明

な

前

提

と

し

て
2

習

の
(

所
記)

と
2

習

ら3

活
(

能
記)

と

の

明

確

な

「
こ
と
ば
」

に
お
け
る
役
割
上
の
区
別 

が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
文

化

・
文

明

の

考

察

に

お

い

て

も5

忘
2.
ユ3

存

的

な

側

面

を

重

視

す

る

必

要

が

あ

る

。

「
意
味
さ
れ
た
も
の
」

と

「
意
味
す 

る
働
き
」

と
の
あ
い
だ
の
分
限
の
認
知
は
非
常
に
大
切
で
あ
る
。

満
之
は
ど

の
よ
う
な
場
合
で
も
、
志

向

性

を

も

っ

た

「
働
き
」

の
側
面
に
大
き
な 

比
重
を
与
え
な
が
ら
す
べ
て
の
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
認

識

論

的

に

い

え

ば
3
0
0
9
^

的

側

面

よ

り

も

1
1
0

康
穴
的
側
面
に
重
点
が
置
か
れ
て
い 

る
こ
と
に
な
る
。
唯
識
仏
教
で
は
、
対

象
(

境)

と

主

観(

識)

が
あ
る
の
で
は
な
く
、
境
に
似
て
現
象
す

る
識
が
あ
る
だ
け
で

あ
る
。
識
の
働
き
が 

概
念
性 
(

了
別
性)

に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

そ
れ
も
煩
悩
的
志
向
性
を
も
っ
た
了
別
性
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
大
切 

な
こ
と
は
西
洋
哲
学
と
は
異
な
り
、
仏

教
(

護
法
唯
識)

で
は
、
「
相
分
」

「
見
分
」

に
加
え
て
、
「
自

証

分
(

主

観

・
客
観
に
二
極
分
解
す
る
以
前
の 

心)

」

な

ら

び

に

「
証

自

証

分
(

自
証
分
に
お
い
て
さ
ら
に
そ
れ
自
体
の
存
在
を
確
証
す
る
作
用)

」

と
い
う
よ
う
に
、

心
作
用
を
説
明
し
て
い
る
。 

⑰
 

『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
、

法
蔵
館
、
明
治
二
五
年
、

五
三
〜
五
ハ
頁
。

第

四

章

「
転
化

論

」

に

お

い

て

「
因
・
縁
・
果
」

の
法
則
と
し
て
述
べ
ら
れ 

て
い
る
。

⑱
 

『
全
集
』

第
六
巻
、

三
六
ハ
〜
三
七
二
頁
。

⑲
 

『
宗
教
哲
学
骸
骨
』

四
一
〜
四
四
頁
。

⑳

同
三
九
〜
四
ハ
頁
。

㉑

同
六
四
頁
。

㉒
 

『
全
集
』
第
四
巻
一
七
九
頁
。
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