
オ
イ
ゲ
ン
・
ヘ
リ
ゲ
ル
（
一
八
八
四
│
一
九
五
五
）
は
『
弓
と

禅
』
を
遺
し
て
い
る
。
か
れ
は
東
北
帝
国
大
学
に
招
聘
さ
れ
て
、
日

本
の
地
を
踏
み
、
哲
学
と
西
洋
の
古
典
語
を
教
え
る
。
滞
在
は
、
一

わ
た

九
二
四
年
か
ら
一
九
二
九
年
に
亘
っ
て
い
る
。
こ
の
間
、
か
れ
は
阿

⑴

波
研
造
範
士
の
下
で
弓
道
を
習
い
、
こ
の
体
験
を
『
弓
と
禅
』
に
書

く
。

ま
と

そ
の
弓
に
西
洋
の
矢
の
向
か
う
的
は
な
か
っ
た
。
か
れ
は
、
驚
く

べ
き
そ
の
弓
道
を
ド
イ
ツ
に
紹
介
す
る
。
師
の
伝
授
す
る
弓
道
に
知

覚
的
な
指
向
弓
と
し
て
の
そ
れ
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
今
や
あ
な
た
は
�
そ
れ
�
が
射
る
、�
そ
れ
�
が
あ
て
る
と
い
う

⑵

こ
と
が
、
何
を
意
味
す
る
か
お
分
か
り
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
師
の

言
葉
に
答
え
て
、
ヘ
リ
ゲ
ル
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
私
は
も
は
や
全
く
何
も
理
解
し
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
も
っ

と
も
単
純
な
こ
と
で
す
ら
私
を
惑
わ
せ
ま
す
。
い
っ
た
い
弓
を
引
く

の
は
私
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
私
を
一
杯
に
引
き
絞
る
の
が
弓
で

し
ょ
う
か
。
的
に
あ
て
る
の
は
私
で
し
ょ
う
か
。
あ
の
�
そ
れ
�
は

肉
眼
に
は
精
神
で
あ
り
、
心
眼
に
は
肉
体
的
な
の
で
し
ょ
う
か
│
│

そ
の
両
者
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
ど
ち
ら
で
も
な
い
の
で
し
ょ
う

か
。
こ
れ
ら
の
す
べ
て
、
す
な
わ
ち
弓
と
矢
と
的
と
私
と
が
互
い
に

内
面
的
に
絡
み
あ
っ
て
い
る
の
で
、
も
は
や
私
は
こ
れ
を
分
離
で
き

ま
せ
ん
。
の
み
な
ら
ず
こ
れ
を
分
離
し
よ
う
と
す
る
要
求
す
ら
消
え

⑶

去
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
」

命
名
し
が
た
い
こ
の
身
体
の
経
験
を
師
は
�
そ
れ
�
と
示
し
た
の

で
あ
る
。
人
間
の
生
の
有
り
様
に
お
け
る
東
亜
の
日
本
と
西
洋
の
交

わ
り
に
十
五
世
紀
半
ば
に
渡
来
し
た
カ
ソ
リ
ッ
ク
宣
教
師
の
記
録

⑷

『
日
本
巡
察
記
』
が
あ
る
。
後
に
罪
と
恥
の
文
化
に
到
達
す
る
こ
の

志
賀
直
哉
「
ナ
イ
ル
の
水
の
一
滴
」

│
│
西
洋
的
な
も
の
、
日
本
的
な
も
の
│
│

呉

谷

充

利
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記
録
を
は
る
か
に
凌
ぐ
両
者
の
文
化
の
相
の
違
い
を
『
弓
と
禅
』
は

現
わ
し
て
い
る
。

弓
と
矢
と
的
を
め
ぐ
る
オ
イ
ゲ
ン
・
ヘ
リ
ゲ
ル
の
こ
の
体
験
は
、

図
ら
ず
も
西
洋
的
な
精
神
と
日
本
的
な
そ
れ
と
の
隔
た
り
を
見
せ
て

い
る
。
ひ
と
言
で
い
え
ば
、
ど
こ
ま
で
も
自
ら
の
主
体
性
を
基
に
し

て
、
い
わ
ば
悟
性
的
に
的
を
射
よ
う
と
す
る
西
洋
的
な
仕
方
に
た
い

し
、
む
し
ろ
受
容
的
な
精
神
を
以
て
的
に
あ
い
対
す
る
日
本
的
な
そ

の
流
儀
で
あ
る
。
ヘ
リ
ゲ
ル
は
こ
の
弓
道
に
み
る
精
神
の
あ
り
か
た

を
鈴
木
大
拙
に
従
い
な
が
ら
、
深
く
禅
に
求
め
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
い
ま
見
方
を
換
え
て
い
え
ば
、
弓
道
に
み
る
そ
の
精

神
は
、
志
賀
直
哉
が
大
山
に
経
験
す
る
「
精
神
も
肉
体
も
、
今
、
こ

の
大
き
な
自
然
の
中
に
溶
込
ん
で
行
く
」
そ
の
世
界
に
通
じ
て
い
よ

う
。
大
山
の
夜
空
に
見
る
か
れ
の
身
体
は
そ
の
大
き
な
自
然
の
世
界

に
安
ら
う
。
そ
こ
に
は
、
我
も
な
く
、
そ
の
我
に
た
い
す
る
他
我
、

他
者
も
い
な
い
。

志
賀
直
哉
と
鈴
木
大
拙

ヘ
リ
ゲ
ル
と
大
拙
と
の
こ
の
関
わ
り
は
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
他
所
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
禅
者
鈴
木

大
拙
と
志
賀
直
哉
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

奈
良
を
去
っ
て
東
京
に
居
を
構
え
、
終
戦
を
迎
え
る
前
年
ま
で
志

賀
の
交
流
に
鈴
木
大
拙
の
名
を
記
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
ず
、
そ
れ

以
前
の
奈
良
在
住
の
折
に
も
そ
の
名
の
記
録
は
な
い
。

志
賀
と
鈴
木
と
の
交
わ
り
を
メ
モ
し
た
最
初
の
書
簡
と
思
わ
れ
る

の
が
、
昭
和
十
九
年
六
月
六
日
付
の
梅
原
宛
封
書
で
「
僕
は
又
少
し

痩
せ
た
の
で
十
三
四
日
頃
か
ら
大
仁
に
入
院
し
よ
う
と
思
つ
て
ゐ

る
。
十
日
に
海
軍
報
道
部
の
座
談
会
が
あ
り
、
十
一
日
に
能
が
あ

り
、
そ
れ
を
済
ま
し
て
な
る
べ
く
早
く
出
か
け
た
い
と
思
つ
て
ゐ

る
。
座
談
会
は
西
田
さ
ん

鈴
木
大
拙
さ
ん

小
泉
信
三

武
者

馬
場
恒
吾

白
鳥

如
是
カ
ン

斎
藤
茂
吉

広
津

音
楽
家
の
今

一
寸
名
が
出
て
来
な
い
が
軍
歌
の
作
曲
は
ど
ん
ど
ん
断
つ
て
ゐ
る
と

い
ふ
人
と
か
大
体
戦
争
嫌
ひ
な
連
中
ら
し
く
面
白
さ
う
だ
。
何
れ
近

し
た
た

⑸

日
お
眼
に
か
か
る
」
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。

「
座
談
会
」
と
い
う
の
は
、「
三
年
会
」
の
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、

「
三
年
会
」
は
重
光
葵
外
務
大
臣
の
発
意
に
よ
っ
て
敗
戦
後
の
混
乱

を
避
け
る
べ
く
懇
談
会
で
あ
り
、
昭
和
十
九
年
末
か
ら
終
戦
に
至
る

⑹

間
、
開
か
れ
た
と
さ
れ
る
。
志
賀
直
哉
の
手
製
カ
レ
ン
ダ
ー
の
書
き

込
み
に
「
三
年
会
一
回
」（
昭
和
二
十
年
、
一
九
四
五
、
一
月
）
が

⑺
あ
る
。

戦
後
間
も
な
い
昭
和
二
十
年
九
月
、
こ
う
し
た
集
り
の
な
か
で
三
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年
会
に
続
い
て
「
同
心
会
」
が
作
ら
れ
、『
世
界
』
の
創
刊
（
昭
和

⑻

二
十
一
年
、
一
九
四
六
）
を
見
る
。
こ
の
三
年
会
の
メ
ン
バ
ー
に
、

梅
原
龍
三
郎
、
大
内
兵
衛
、
石
橋
湛
山
、
柳
宗
悦
、
里
見
弴
、
広
津

⑼

和
郎
、
鈴
木
大
拙
等
を
、
新
た
に
加
え
て
い
る
。
志
賀
直
哉
と
鈴
木

大
拙
は
「
同
心
会
」
の
交
わ
り
を
通
し
て
、
心
情
的
な
一
共
感
を
も

っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
、
二
人
の
直
接
的
な
交
わ
り
は
、
戦
後
日
本

の
秩
序
と
新
た
な
社
会
的
あ
り
か
た
を
見
据
え
よ
う
と
す
る
当
時
の

知
識
人
の
集
り
か
ら
生
ま
れ
て
い
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
会
へ
の
勧
誘
を
志
賀
に
な
さ
せ
し
め
た
も
の

に
鈴
木
大
拙
そ
の
人
へ
の
信
頼
が
あ
っ
た
訳
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き

柳
宗
悦
と
併
せ
て
会
へ
の
参
加
を
求
め
て
お
り
、
同
心
会
設
立
の
主

旨
が
「
文
化
と
大
衆
の
結
び
つ
き
」
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
か
ら
、
そ

の
一
画
を
柳
の
民
藝
運
動
に
も
見
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
そ
の
柳

の
思
想
的
な
師
と
し
て
の
鈴
木
大
拙
に
勧
誘
が
及
ん
だ
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。

鈴
木
大
拙
の
『
禅
と
は
何
か
』
は
昭
和
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て

彼
が
大
阪
妙
中
禅
寺
に
お
い
て
行
な
っ
た
講
演
録
を
ま
と
め
た
も
の

で
あ
り
、
初
版
は
『
禅
と
は
何
ぞ
や
』
の
タ
イ
ト
ル
で
、
昭
和
五
年

に
発
兌
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
二
十
一
年
六
月
に
『
禅
と
は
何
か
』
に

改
め
ら
れ
て
再
版
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
刊
行
は
、
時
期
か
ら
推
せ

ば
、
戦
後
世
界
の
一
精
神
的
道
標
を
担
っ
た
も
の
と
い
え
る
。

『
世
界
』
創
刊
号
（
昭
和
二
十
一
年
一
月
）
に
発
表
さ
れ
る
志
賀

の
「
灰
色
の
月
」（
昭
和
二
十
年
十
一
月
脱
稿
）
は
戦
後
の
沈
潜
し

た
時
代
の
姿
を
み
ご
と
に
描
い
て
い
る
。
そ
の
世
界
は
ま
た
真
な
る

も
の
へ
の
洞
察
へ
と
深
め
ら
れ
、
禅
の
精
神
世
界
へ
と
か
れ
を
誘
っ

た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

戦
後
世
界
の
再
建
を
な
そ
う
と
す
る
集
ま
り
の
中
で
、
両
者
の
交

流
を
想
像
す
れ
ば
、
志
賀
が
、「
灰
色
の
月
」
執
筆
五
ヶ
月
後
の
同

時
期
に
再
版
さ
れ
る
鈴
木
の
著
作
を
眼
に
し
た
こ
と
は
十
分
に
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
を
眼
に
し
な
か
っ
た
こ
と
は
時
節
か
ら
見
れ
ば
む
し

ろ
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
と
き
志
賀
は
鈴
木
大
拙
の

『
禅
と
は
何
か
』
を
読
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

志
賀
が
鈴
木
に
示
し
た
そ
の
後
の
好
意
は
こ
う
し
た
こ
と
を
窺
わ

せ
る
。「
自
分
は
三
時
過
ぎ
の
バ
ス
で
伊
豆
山
岩
波
別
荘
に
行
く
、

鈴
木
大
拙
さ
ん

安
倍
能
成

長
与
善
郎
等
と
「
世
界
」
誌
座
談
会

鈴
木
さ
ん
の
人
間
も
話
も
気
持
よ
し
、
安
倍
先
き
に
帰
京

吉
野
源

三
郎

玉
井
乾
介
も
一
緒
に
な
り
十
時
過
ぎ
ま
で
話
し
、
自
動
車
で

玉
井
に
送
ら
れ
て
帰
る
。
靴
を
間
違
え
て
来
て
気
づ
か
ず
、
か
う
い

ふ
不
注
意
は
生
れ
て
初
め
て
な
り
」。
昭
和
二
十
六
（
一
九
五
一
）

年
七
月
十
七
日
の
日
記
で
あ
る
。
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こ
の
約
一
ヶ
月
後
、
上
司
海
雲
に
宛
て
た
昭
和
二
十
六
年
八
月
十

五
日
の
葉
書
の
一
文
、「
文
句
は
『
如
実
知
自
心
』
こ
れ
は
良
寛
詩

け
ご
ん

集
に
あ
つ
た
も
の
、
此
間
鈴
木
大
拙
さ
ん
の
話
を
き
い
て
華
厳
の

む

げ

⑽

『
事
々
無
礙
』
も
い
い
言
葉
だ
と
思
ひ
ま
し
た
、（
後
略
）」
は
こ
の

こ
と
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

鈴
木
大
拙
の
思
想
と
「
ナ
イ
ル
の
水
の
一
滴
」

鈴
木
大
拙
は
『
禅
と
は
何
か
』
に
お
い
て
、
次
の
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。
引
用
と
し
て
少
し
長
文
に
な
る
が
、
重
要
な
箇
所
な
の
で
そ

の
ま
ま
引
く
。

は
じ

世
界
が
創
ま
っ
て
以
来
、
何
万
年
、
何
億
年
た
つ
か
私
は
知
ら

す

ぬ
。
ま
た
こ
の
人
間
と
い
う
も
の
の
棲
ん
で
い
る
世
界
と
い
う
も
の

が
、
ど
こ
か
他
に
も
あ
る
も
の
か
ど
う
か
も
知
ら
な
い
が
、
と
に
か

く
、
い
ろ
い
ろ
の
人
間
が
沢
山
い
る
。
け
れ
ど
同
じ
人
間
と
い
う
も

の
は
決
し
て
一
人
も
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
私
ど
も
は
た
と

い
釈
迦
に
は
及
び
も
つ
か
な
い
と
し
て
も
、
す
な
わ
ち
天
上
天
下
唯

我
独
尊
と
は
言
え
な
い
で
も
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ

も
唯
我
独
尊
と
絶
叫
し
得
る
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
そ
こ
で
こ
こ
に

私
と
い
う
も
の
を
形
容
す
る
に
、
で
き
る
だ
け
細
か
く
形
容
し
て
、

物
理
学
的
に
も
、
生
物
学
的
に
も
、
解
剖
学
的
に
も
、
一
々
検
査
し

て
そ
し
て
細
か
く
項
目
を
挙
げ
て
、
そ
し
て
そ
れ
と
同
じ
も
の
を
他

で
見
た
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
私
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
他
の
人
で

あ
る
。
個
人
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
し
て
も
こ
こ
に
一
遍
生
ま
れ
て

出
た
以
上
は
、
こ
れ
を
重
複
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

何
億
何
千
年
先
に
な
っ
て
も
、
自
分
と
い
う
も
の
を
繰
り
返
さ
す
と

い
う
こ
と
は
で
き
得
な
い
。
こ
こ
に
か
く
生
ま
れ
出
た
も
の
が
あ
る

と
す
る
な
ら
、
こ
れ
以
外
に
、
過
去
に
も
未
来
に
も
、
こ
の
自
分
と

い
う
も
の
は
二
つ
と
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
独
尊
の
原
理
が
あ

⑾

る
。（
後
略
）。

「
世
界
が
創
ま
っ
て
以
来
、
何
万
年
、
何
億
年
た
つ
か
私
は
知
ら

ぬ
」
の
で
あ
り
、「
同
じ
人
間
と
い
う
も
の
は
決
し
て
一
人
も
」
い

ず
、「
個
人
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
し
て
も
こ
こ
に
一
遍
生
ま
れ
て

出
た
以
上
は
、
こ
れ
を
重
複
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」、「
何
億
何

千
年
先
に
な
っ
て
も
、
自
分
と
い
う
も
の
を
繰
り
返
さ
す
と
い
う
こ

と
は
で
き
得
」
ず
、「
こ
こ
に
か
く
生
ま
れ
出
た
も
の
が
あ
る
と
す

る
な
ら
、
こ
れ
以
外
に
、
過
去
に
も
未
来
に
も
、
こ
の
自
分
と
い
う

も
の
は
二
つ
と
な
い
の
で
あ
る
」。

こ
の
大
拙
の
言
う
と
こ
ろ
に
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
の
が
志
賀

― ６ ―



直
哉
の
「
ナ
イ
ル
の
水
の
一
滴
」（
朝
日
新
聞
、
昭
和
四
十
四
年
二

月
二
十
三
日
）
で
あ
る
。

人
間
が
出
来
て
、
何
千
万
年
に
な
る
か
知
ら
な
い
が
、
そ
の
間
に

数
え
き
れ
な
い
人
間
が
生
れ
、
生
き
、
死
ん
で
行
っ
た
。
私
も
そ
の

一
人
と
し
て
生
れ
、
今
生
き
て
い
る
の
だ
が
、
例
え
て
い
え
ば
悠
々

流
れ
る
ナ
イ
ル
の
水
の
一
滴
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
一
滴
は
後
に

さ
か
の
ぼ

も
前
に
も
こ
の
私
だ
け
で
、
何
万
年
溯
っ
て
も
私
は
い
ず
、
何
万
年

経
っ
て
も
再
び
生
れ
て
は
来
な
い
の
だ
。
し
か
も
な
お
そ
の
私
は
依

然
と
し
て
大
河
の
水
の
一
滴
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
差
支
え
な
い
の

⑿だ
。大

拙
の
こ
の
文
章
と
直
哉
の
そ
れ
を
つ
ぶ
さ
に
見
て
み
る
と
、
明

瞭
な
一
つ
の
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
鈴
木
大
拙
が
た
っ
た
一
回
き

り
の
そ
の
「
自
分
」
に
独
尊
を
い
う
の
に
た
い
し
て
、
志
賀
直
哉
は

た
と

そ
の
「
自
分
」
を
「
ナ
イ
ル
の
水
の
一
滴
」
に
例
え
、
大
拙
の
い
う

「
独
尊
」
で
は
な
い
リ
ア
リ
ズ
ム
に
お
い
て
そ
の
自
分
を
綴
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
言
で
い
え
ば
、
大
拙
は
宗
教
者
で
あ
り
、
直

哉
は
文
学
者
な
の
で
あ
る
。

が
、
こ
の
一
相
違
点
を
除
け
ば
、
両
者
の
死
生
観
は
一
致
し
て
い

る
。
推
察
す
れ
ば
、
志
賀
直
哉
の
「
ナ
イ
ル
の
水
の
一
滴
」
は
、
じ

く
だ
り

つ
の
と
こ
ろ
、
鈴
木
大
拙
が
『
禅
と
は
何
か
』
に
書
く
先
述
の
件
を

拠
り
所
に
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
鈴
木
大
拙
の
い

う
と
こ
ろ
を
借
り
も
の
と
し
た
と
い
う
以
上
に
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
は

志
賀
直
哉
が
同
様
の
境
地
に
到
達
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
真
意
に

叶
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
志
賀
直
哉
が
鈴
木
大
拙

と
分
か
ち
あ
う
そ
の
死
生
観
は
、
自
身
の
生
に
お
け
る
一
到
達
点
で

あ
る
と
同
時
に
、
自
ら
の
文
学
と
し
て
凝
縮
、
結
晶
し
た
一
文
と
し

て
も
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

両
者
に
見
る
そ
の
思
想
は
禅
に
お
け
る
身
体
の
世
界
に
連
な
っ
て

い
る
。
そ
の
身
体
の
世
界
に
オ
イ
ゲ
ン
・
ヘ
リ
ゲ
ル
は
西
洋
に
見
な

い
も
う
一
つ
の
身
体
の
意
味
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
弦
巻
克
二
氏

が
詳
細
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
志
賀
直
哉
は
『
暗
夜
行
路
』
に
お

⒀

い
て
禅
に
言
及
し
、
そ
の
言
葉
を
多
く
引
く
。
志
賀
直
哉
の
そ
の
言

及
は
い
わ
ば
知
識
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
が
、『
暗
夜
行
路
』
終
章
に
お
け
る
「
大
山
の
一
夜
」
の
体
験

は
す
で
に
禅
者
の
世
界
の
も
の
と
い
え
る
。

― ７ ―



西
洋
に
み
る
身
体

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
身
体
を
考
え
て
み
る
と
き
、
い
わ
ば
表
裏

す
る
が
ご
と
く
二
様
の
根
源
的
な
身
体
の
有
り
よ
う
が
あ
ろ
う
。
こ

の
二
様
の
身
体
世
界
の
有
り
よ
う
を
い
え
ば
、
一
方
は
或
る
輪
郭
を

も
つ
世
界
と
し
て
、
他
方
は
、
そ
う
し
た
輪
郭
を
持
た
な
い
世
界
と

し
て
存
在
し
て
い
る
。
前
者
は
能
動
的
な
身
体
を
以
て
現
象
す
る
悟

性
的
な
世
界
で
あ
り
、
後
者
は
受
動
的
な
身
体
を
以
て
存
在
す
る
そ

の
ま
ま
の
自
然
世
界
、
つ
ま
り
大
自
然
の
世
界
で
あ
る
。

二
つ
の
身
体
の
世
界
は
洋
の
東
西
を
分
か
つ
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

い
わ
ば
背
中
合
わ
せ
に
接
す
る
こ
の
身
体
世
界
の
二
様
の
意
味
が
根

本
の
問
い
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。

西
欧
の
二
十
世
紀
哲
学
に
お
い
て
身
体
が
主
題
化
さ
れ
る
。
フ
ッ

サ
ー
ル
の
現
象
学
を
引
き
継
い
だ
Ｍ
．
メ
ル
ロ
ー＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、

意
識
を
「
わ
れ
思
う
、
ゆ
え
に
わ
れ
あ
り
」
と
す
る
デ
カ
ル
ト
の
見

あ
た

方
を
「
わ
れ
能
う
」
と
捉
え
直
し
て
、「〈
心
的
な
も
の
〉
と
か
精
神⒁

と
い
う
の
は
、
実
体
で
は
な
く
弁
証
法
な
い
し
統
一
形
式
で
あ
る
」

と
い
う
。
か
れ
は
、
動
物
の
特
徴
的
環
境
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、
そ

こ
に
お
い
て
問
わ
れ
る
の
は
「
世
界
に
あ
り
」「
実
存
す
る
」
或
る

⒂

仕
方
で
あ
る
と
語
る
。

か
れ
は
、
そ
の
仕
方
を
統
べ
る
「
指
向
弓arc

intentionnel

」
を

意
識
の
生
活
（
認
識
生
活
、
欲
望
の
生
活
、
あ
る
い
は
知
覚
生
活
）

に
示
し
て
、「
こ
の
指
向
弓
こ
そ
が
感
官
の
統
一
を
、
感
官
と
知
性

の
統
一
を
、
ま
た
感
受
性
と
運
動
性
と
の
統
一
を
つ
く
る
の
で
あ

⒃

り
、
こ
れ
こ
そ
が
疾
病
の
場
合
に
〈
弛
緩
〉
す
る
の
で
あ
る
」
と
い

う
。Ｍ

．
メ
ル
ロ
ー＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
身
体
に
お
け
る
こ
の
感
覚
を
複

合
的
に
捉
え
、
音
を
見
た
り
色
を
聴
い
た
り
す
る
こ
と
は
現
象
と
し

て
あ
る
こ
と
を
示
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ガ
ラ
ス
の
硬
さ
と
も
ろ
さ
を

見
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
透
明
な
音
と
と
も
に
割
れ
る
と
き
に
は
、

こ
の
音
も
目
に
見
え
る
ガ
ラ
ス
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
の
だ
と
述
べ
て

⒄
い
る
。

建
築
家
、ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の「
礼
拝
堂
」（
写
真
１
）

今
、
芸
術
の
総
合
た
る
建
築
の
世
界
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
二
十
世

紀
に
大
き
な
足
跡
を
遺
し
た
建
築
家
の
一
人
に
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ

（
フ
ラ
ン
ス
）
が
い
る
。
か
れ
は
、
晩
年
に
ブ
ー
レ
モ
ン
（
ロ
ン
シ

ャ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
）
の
丘
の
上
に
建
つ
巡
礼
の
教
会
、
ノ
ー
ト
ル＝

ダ
ム＝
デ
ュ＝

オ
ー
（
ロ
ン
シ
ャ
ン
）
礼
拝
堂
を
設
計
し
、
こ
の
礼
拝

堂
を
「
風
景
と
の
交
わ
り
、
場
所
の
あ
り
さ
ま
、
場
所
の
感
動
、
場

― ８ ―



所
に
語
り
か
け
る
言
葉
」

⒅

で
あ
る
と
語
る
。

こ
の
礼
拝
堂
の
造
形
に

「
視
覚
の
音
響
学acousti

⒆

que
visuelle

」
と
い
う
言

葉
を
使
い
、
そ
の
視
覚
的

な
形
態
の
表
現
が
四
周
の

地
形
と
厳
密
に
照
応
し
あ

っ
て
、
音
響
の
「
え
も
言

わ
れ
ぬ
空
間l’espace
⒇

indicible
」
が
現
わ
れ
出

る
と
か
れ
は
い
う
。
も
う
一
歩
、
踏
み
込
ん
で
い
え
ば
、
そ
の
世
界

は
、
形
態
の
視
覚
と
聴
覚
の
共
感
覚
が
空
間
的
に
連
絡
し
て
照
応
し

合
う
、
身
体
感
覚
に
お
け
る
一
現
象
と
し
て
あ
ろ
う
。
ル
・
コ
ル
ビ

ュ
ジ
エ
は
そ
の
造
形
的
視
覚
と
聴
覚
に
お
い
て
現
れ
出
る
「
え
も
言

わ
れ
ぬ
」
空
間
の
輝
き
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
身
体
的
現
象
は

い
わ
ば
場
所
的
な
感
覚
か
ら
離
れ
、
空
間
化
さ
れ
て
い
る
。

Ｍ
．
メ
ル
ロ
ー＝

ポ
ン
テ
ィ
の
見
方
に
返
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、

そ
こ
に
働
く
身
体
の
能
動
的
、
作
用
的
な
知
覚
を
見
る
。
か
れ
は

「
身
体
は
知
覚
す
る
主
観
と
知
覚
さ
れ
る
世
界
を
と
も
に
あ
ら
わ
し

示
す
」
と
い
い
、
そ
こ
に
は
た
ら
く
世
界
へ
の
積
極
的
な
志
向
性
を

「
指
向
弓
」
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。

が
、
こ
れ
に
た
い
し
て
い
え
ば
、
志
賀
直
哉
が
、
大
山
の
夜
空
に

い
う
、
身
体
の
世
界
に
は
も
は
や
こ
の
指
向
弓
は
消
え
て
い
る
。
か

れ
の
精
神
も
肉
体
も
大
き
な
自
然
の
な
か
に
溶
込
ん
で
行
く
の
で
あ

る
。
知
覚
を
か
た
ち
づ
く
る
指
向
弓
の
な
い
こ
の
身
体
の
世
界
は
、

Ｍ
．
メ
ル
ロ
ー＝

ポ
ン
テ
ィ
の
そ
の
世
界
と
決
定
的
に
分
か
つ
も
の

を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
身
体
の
世
界
は
、
Ｍ
．
メ
ル
ロ
ー＝

ポ
ン
テ

ィ
が
知
覚
に
述
べ
る
そ
れ
で
は
な
い
。

東
亜
、
日
本
に
み
る
身
体

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
身
体
に
お
け
る
共
感
覚
性
を
同
様
に
芭

し
ず

蕉
の
句
に
見
出
す
。
芭
蕉
の
「
閑
か
さ
や
岩
に
染
み
入
る
蝉
の
声
」

は
、
た
だ
耳
に
聴
く
だ
け
の
蝉
の
鳴
き
声
が
あ
た
か
も
眼
前
の
岩
に

沁
み
入
る
ご
と
く
に
見
え
る
、
そ
の
凛
と
し
た
閑
か
さ
に
お
け
る
蝉

の
声
を
詠
じ
て
い
る
。

禅
者
は
そ
う
し
た
共
感
覚
的
世
界
を
さ
ら
に
深
め
、
独
白
し
て
い

る
。

耳
に
見
て
眼
に
聞
く
な
ら
ば
う
た
が
は
じ

お
の
づ
か
ら
な
る

写真 1 ル・コルビュジエ「ノートル
＝ダム＝デュ＝オー礼拝堂」、
19513（ロンシャン、仏）
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21

軒
の
玉
水
（
大
燈
國
師
）

大
燈
國
師
の
こ
の
歌
に
メ
ル
ロ
ー＝

ポ
ン
テ
ィ
の
い
う
指
向
弓
は

な
い
。
か
れ
は
「
お
の
づ
か
ら
な
る
」
自
然
の
一
景
を
た
だ
見
て
い

る
。
が
、
そ
の
「
見
る
」
は
視
覚
で
あ
る
と
同
時
に
聴
覚
と
し
て
も

あ
る
。「
お
の
づ
か
ら
な
る
軒
の
玉
水
」
は
眼
前
の
奥
に
あ
る
自
然

を
現
わ
し
出
し
て
い
る
。
こ
の
歌
を
引
い
た
大
拙
は
「
お
の
づ
か

ら
」
に
自
然
性naturalness

・
自
発
性spontaneousness

、
如
實

suchness

・
あ
る
が
ま
ま
の
も
のthing-as-it-is-ness

と
い
う
意
味

22

を
読
み
取
っ
て
、
禅
の
見
地
か
ら
「
そ
れ
は
単
に
、
耳
で
聞
き
、
眼

で
見
る
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
」
と
し
、「
そ
れ
は
耳
で
見
、
眼
で

23

聞
く
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

鈴
木
大
拙
が
引
く
白
隠
の
つ
ぎ
の
歌
は
、
能
動
的
、
作
用
的
な
働

き
を
以
て
知
覚
を
な
す
西
洋
的
な
あ
り
方
と
は
う
っ
て
変
わ
る
も
う

一
つ
の
精
神
世
界
を
詠
じ
て
い
る
。

き
か
せ
ば
や
篠
田
の
森
の
古
寺
の
さ
夜
ふ
け
方
の
雪
の
ひ
び
き

24を

し
ん
か
ん

深
夜
、
只
々
、
森
閑
の
古
寺
に
座
し
、
修
業
を
な
す
一
禅
者
の
耳

に
突
然
雪
の
落
ち
る
音
が
ひ
び
く
。
歌
は
そ
の
情
景
を
歌
っ
て
い

る
。
大
拙
は
、
こ
の
「
歌
は
彼
の
内
心
に
起
こ
つ
た
も
の
を
何
も
語

ら
な
い
、
た
だ
客
観
的
な
言
葉
で
そ
れ
を
叙
述
す
る
の
み
で
あ
る
」

25

と
述
べ
て
い
る
。
あ
る
も
の
は
禅
者
の
精
神
世
界
の
揺
る
ぐ
こ
と
の

な
い
そ
の
有
り
よ
う
で
あ
る
。

洋
の
東
西
に
み
る
身
体

わ
か

洋
の
東
西
を
別
つ
身
体
の
意
味
が
明
瞭
に
な
る
。
一
つ
は
、
或
る

指
向
弓
と
し
て
の
身
体
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
そ
の
指
向
弓
な
き

身
体
で
あ
る
。
別
な
言
い
か
た
を
す
れ
ば
、
前
者
は
世
界
を
悟
性
的

に
と
ら
え
、
い
わ
ば
自
然
は
加
工
さ
れ
、
第
二
の
分
節
的
な
自
然
が

構
築
さ
れ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
後
者
は
世
界
を
あ
る
が
ま
ま
に

受
容
し
、
自
然
は
さ
ら
に
遡
源
し
て
大
自
然
に
至
る
。

西
洋
哲
学
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
遡
る
。
真
実
の
存
在
を
イ
デ
ア
と

す
る
プ
ラ
ト
ン
の
見
方
は
も
の
を
概
念
へ
と
変
え
る
。
一
例
を
引
け

ば
、
プ
ラ
ト
ン
は
現
実
の
�
も
の
�
や
そ
の
似
像
を
は
な
れ
る
、
い

わ
ば
普
遍
的
な
概
念
と
し
て
の
寝
椅
子
、
つ
ま
り
イ
デ
ア
と
し
て
の

26

「
真
実
の
寝
椅
子
」
を
語
る
。

西
洋
に
お
け
る
そ
の
悟
性
的
思
考
を
、
い
ま
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
遡

れ
ば
、
真
実
の
寝
椅
子
を
語
る
プ
ラ
ト
ン
の
こ
の
イ
デ
ア
が
あ
り
、
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
三
段
論
法
が
あ
り
、b/a＝

x/c

↓x＝
c

×b/a

な
る
比
例
論
が
あ
り
、
幾
何
学
に
見
る
公
理
が
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ

い
て
、
三
平
方
の
定
理
が
証
明
さ
れ
る
。
西
洋
の
知
性
は
、
こ
う
し

た
数
理
・
幾
何
学
的
合
理
性
に
新
た
な
運
動
の
概
念
を
加
え
、
さ
ら

に
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
（
一
五
六
四
│
一
六
四
二
）
が
ピ
サ
の
斜

塔
で
行
っ
た
物
体
の
落
下
実
験
を
経
て
、
今
日
の
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
の
時
空
的
相
対
性
理
論
に
達
す
る
。

が
、
こ
れ
に
た
い
し
て
、
一
切
の
文
字
を
は
な
れ
た
と
こ
ろ
、
つ

ま
り
そ
う
し
た
概
念
的
理
解
を
脱
し
た
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
真
の
境

地
を
見
出
し
、「
不
立
文
字
」
を
掲
げ
る
禅
者
は
、
合
理
的
な
論
理

に
お
い
て
は
解
き
得
な
い
「
公
案
」
を
以
て
、
修
業
の
門
に
立
つ
。

鈴
木
大
拙
の
言
葉
を
引
け
ば
、「
禅
の
真
理
は
合
理
的
・
抽
象
的
作

用
に
も
な
け
れ
ば
、
単
な
る
寂
静
主
義
者
の
虚
寂
の
中
に
も
な
い
」

27

の
で
あ
り
、「
禅
匠
の
望
む
も
の
は
『
生
き
る
も
の
』、『
個
體
性
』

28

で
あ
り
、『
霊
性
の
息
吹
き
』
で
あ
る
」
と
い
う
。
抽
象
に
対
す
る

具
体
と
い
う
、
文
明
の
生
に
お
け
る
根
本
の
問
い
が
こ
こ
に
明
瞭
に

な
っ
て
い
る
。

岡
潔
「
大
自
然
の
純
粋
直
観
」

禅
者
の
こ
の
精
神
の
世
界
の
前
に
現
れ
出
た
も
の
こ
そ
、
大
自
然

と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
分
野
は
ま
っ
た
く
異
な
る
が
、
岡
潔
は

「
大
自
然
の
純
粋
直
観
」
に
数
学
の
解
法
を
述
べ
て
い
る
。
か
れ
は

こ
れ
を
平
明
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

か
れ
は
中
学
生
の
頃
、
数
学
の
試
験
の
答
案
を
出
す
も
の
の
、
一

歩
教
室
を
出
た
と
た
ん
に
間
違
え
た
こ
と
に
気
づ
き
、
こ
う
述
べ
て

29
い
る
。

「
教
室
を
出
て
緊
張
が
ゆ
る
ん
だ
と
き
に
働
く
こ
の
智
力
こ
そ
大

自
然
の
純
粋
直
観
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
が
純
一

無
雑
に
努
力
し
た
結
果
、
真
情
に
よ
く
澄
ん
だ
一
瞬
が
で
き
、
時
を

同
じ
く
し
て
そ
こ
に
智
力
の
光
が
射
し
た
」
の
だ
と
し
て
、
こ
の
智

力
こ
そ
が
数
学
上
の
発
見
に
結
び
つ
く
と
言
う
。
岡
に
し
た
が
え

ば
、
単
に
間
違
い
を
確
か
め
て
い
る
限
り
、
こ
の
智
力
は
働
か
な
い

の
で
あ
る
。

岡
潔
に
し
た
が
え
ば
、
大
自
然
の
純
粋
直
観
と
は
意
識
的
な
思
考

か
ら
緊
張
が
解
か
れ
、
気
持
ち
の
澄
ん
だ
一
瞬
に
起
こ
る
智
力
の
働

き
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
「
純
一
無
雑
」
の
智
力
が
数
学
上
の
発
見

に
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
験
は
、
意
識
的
な
論
理
操
作

で
は
な
い
、
も
っ
と
根
本
的
な
身
体
の
一
有
り
よ
う
に
お
い
て
生
ま

れ
て
い
る
。
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身
体
に
お
け
る
逆
転
、
大
自
然
の
出
現

岡
潔
は
こ
の
身
体
的
な
一
世
界
こ
そ
を
自
身
の
数
学
に
語
っ
て
い

る
。
重
要
な
一
点
は
「
緊
張
が
緩
ん
だ
時
に
働
く
」
そ
の
智
力
の
あ

り
か
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
智
力
の
有
り
よ
う
は
、
身
体
の
能
動
的
、

意
識
的
な
働
き
か
ら
逆
転
し
た
、
身
体
の
一
受
動
性
に
お
い
て
生
じ

て
い
る
。
岡
潔
の
「
純
粋
直
観
」
は
哲
学
的
考
察
に
お
い
て
導
か
れ

て
は
い
な
い
が
、
直
観
に
お
け
る
そ
の
発
見
は
、
無
意
識
の
う
ち
に

あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
指
向
弓
」
の
な
い
世
界
に
お
け
る
も
の
で
あ

る
。こ

の
身
体
の
逆
転
を
山
崎
正
和
は
「
畑
を
耕
す
人
間
」
を
例
に
取

30

っ
て
述
べ
た
の
で
あ
る
。
山
崎
に
し
た
が
え
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
、

す
き

次
第
に
現
わ
れ
る
耕
作
の
疲
労
は
当
の
畑
の
土
と
鋤
か
ら
自
身
の
身

体
へ
と
注
意
の
中
心
を
移
す
。「
畑
を
耕
す
人
間
」
に
み
る
こ
の
一

情
景
は
改
め
て
重
要
な
意
味
あ
い
を
帯
び
る
。
身
体
の
意
識
的
、
意

志
的
世
界
が
ゆ
る
や
か
に
減
衰
し
て
、
や
が
て
構
成
的
知
覚
世
界
は

た
だ

無
形
化
し
、
唯
受
容
的
身
体
の
世
界
と
な
る
。
敷
衍
し
て
い
え
ば
、

そ
の
究
竟
に
現
わ
れ
出
る
も
の
こ
そ
が
大
自
然
に
他
な
ら
な
い
な
の

で
あ
る
。

身
体
の
こ
の
逆
転
に
お
い
て
、
岡
潔
は
大
自
然
の
純
粋
直
観
を
言

っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
志
賀
直
哉
が
大
山
の
夜
空
に
綴
っ
た
そ
の

世
界
は
、
自
身
の
日
常
的
身
体
が
逆
転
す
る
大
自
然
の
世
界
で
あ
っ

た
こ
と
は
も
は
や
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
。
オ
イ
ゲ
ン
・
ヘ
リ
ゲ
ル

は
西
洋
に
見
な
い
弓
道
に
お
け
る
こ
の
身
体
の
逆
転
に
驚
き
を
隠
さ

な
か
っ
た
。
師
の
伝
授
す
る
弓
道
に
知
覚
的
な
指
向
弓
と
し
て
の
そ

れ
は
な
か
っ
た
。
山
崎
正
和
は
こ
の
名
状
し
が
た
い
生
命
的
現
象
に

は
た
ら
く
身
体
の
リ
ズ
ム
を
見
た
の
で
あ
る
。

メ
ル
ロ
ー＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
感
官
の
統
一
を
、
感
官
と
知
性
の
統

一
を
、
ま
た
感
受
性
と
運
動
性
と
の
統
一
を
つ
く
る
そ
の
指
向
弓
に

す
べ
て
を
見
る
。
が
、
こ
の
視
点
に
立
っ
て
み
れ
ば
、「
指
向
弓
」

み
ち

の
弛
緩
に
疾
病
を
い
う
、
そ
の
身
体
に
大
自
然
へ
と
至
る
途
は
開
か

れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
大
自
然
の
世
界
は
、
論
理
的
知
性
の

単
な
る
操
作
を
超
え
る
真
の
智
的
精
神
の
沃
野
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ

れ
は
身
体
の
逆
転
に
生
じ
る
も
う
一
つ
の
精
神
世
界
を
改
め
て
知

る
。青

年
期
、
内
村
鑑
三
の
下
で
教
え
を
受
け
た
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
は

な
れ
、
生
そ
の
も
の
の
凝
視
へ
、
動
的
な
西
洋
美
術
に
た
い
す
る
静

的
な
東
亜
の
美
、
西
洋
近
代
美
術
に
み
る
ロ
ダ
ン
の
彫
刻
か
ら
法
隆

寺
夢
殿
の
救
世
観
音
へ
、
さ
ら
に
は
科
学
の
不
安
を
さ
え
感
じ
な
が

ら
、
志
賀
直
哉
は
、
ま
さ
に
洋
の
東
西
に
渉
る
こ
の
文
明
の
経
験
を
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み
ず
か
ら
生
の
軌
跡
に
な
し
て
、
最
晩
年
に
「
ナ
イ
ル
の
水
の
一

滴
」
を
綴
っ
た
の
で
あ
る
。

注⑴

オ
イ
ゲ
ン
・
ヘ
リ
ゲ
ル
『
弓
と
禅
』、
稲
富
栄
次
郎
・
上
田

武

訳
、
福
村
出
版
、
一
九
九
六
（
改
版
）、
一
九
九
六

⑵

同
書
、
ｐ
．
１０９

⑶

同
書
、
ｐ
ｐ
．
１０９
│

１１０

⑷

ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
『
日
本
巡
察
記
』、
松
田
毅
一

他

訳
、
平
凡

社
、
一
九
七
三
、
東
洋
文
庫

２２９

⑸

志
賀
直
哉
全
集

第
十
九
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
、
ｐ
ｐ
．
１８３

│

１８４

⑹

志
賀
直
哉
全
集
第
十
五
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
、
ｐ
．
３１９

⑺

志
賀
直
哉
全
集

第
十
五
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
、
ｐ
．
１０９

⑻

志
賀
直
哉
全
集

第
十
五
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
、
ｐ
．
３２０

⑼

志
賀
直
哉
全
集
第
十
五
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
、
ｐ
．
３２０

⑽

昭
和
二
十
六
年
八
月
十
五
日
、
上
司
海
雲
宛
（
奈
良
市

東
大
寺
観

音
院
）
は
が
き
、
信
州
軽
井
沢

鶴
屋
方
よ
り
、
志
賀
直
哉
全
集

第
二
十
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
、
ｐ
．
１５２

⑾

鈴
木
大
拙
『
禅
と
は
何
か
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
令
和
二
年
（
改

版
）、
ｐ
ｐ
．
９４
│

９５

⑿

志
賀
直
哉
「
ナ
イ
ル
の
水
の
一
滴
」（
昭
和
四
十
四
年
）

⒀

弦
巻
克
二
「
志
賀
直
哉
と
禅
」、『
り
ず
む
』
第
二
号
、
所
収
、
白
樺

サ
ロ
ン
の
会
、
平
成
二
十
五
年
、
ｐ
ｐ
．
１７
│

３７
、
こ
の
な
か
で
、

弦
巻
克
二
氏
は
、
禅
に
関
心
し
な
が
ら
そ
れ
に
特
段
言
及
し
な
い
志

賀
の
そ
の
理
由
と
し
て
、
か
れ
が
自
然
に
禅
の
世
界
を
吸
収
し
た
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。
加
え
て
、
叔
父
・
直
方
か
ら
禅
の
情
報
を
自
然

に
受
用
し
て
い
っ
た
こ
と
、
体
系
的
な
も
の
で
な
い
に
し
て
も
禅
の

書
物
を
読
ん
で
い
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
（
ｐ
．
３５
）．

⒁

Ｍ
．
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
『
行
動
の
構
造
』
滝
浦
静
雄
・
木
田
元

訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
四
、
ｐ
．
２６８

⒂

同
書
、
ｐ
．
１８９

⒃

Ｍ
．
メ
ル
ロ
ー＝

ポ
ン
テ
ィ
『
知
覚
の
現
象
学
Ｉ
』
竹
内
芳
郎
・
小

木
貞
孝

訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
七
、
ｐ
．
２２９

⒄

Ｍ
．
メ
ル
ロ
ー＝

ポ
ン
テ
ィ
『
知
覚
の
現
象
学
２
』、
竹
内
芳
郎
・
木

田

元
・
宮
本
忠
雄

訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
四
、
ｐ
ｐ
．
３９

│

４０

⒅
「
風
景
と
の
交
わ
り
、
場
所
の
あ
り
さ
ま
、
場
所
の
感
動
、
場
所
に

語
り
か
け
る
言
葉
」A

ssociation
œ
uvre

de
notre-dam

e
du
haut,

1965,im
prim

é
en
Suisse

に
よ
る
（
ペ
ー
ジ
番
号
記
載
な
し
）

⒆
「
視
覚
の
音
響
学
」、
同
所

⒇
「
え
も
言
わ
れ
ぬ
空
間
」、
同
所

21

耳
に
見
て
眼
に
聞
く
な
ら
ば
う
た
が
は
じ
お
の
づ
か
ら
な
る
軒
の
玉

水
（
大
燈
國
師
）、
鈴
木
大
拙
全
集

第
十
二
巻
、
岩
波
書
店
、
昭

和
四
十
四
年
、
ｐ
．
４２９

22

同
所

23

同
所
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24

同
所

25

同
所

26

プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』、
第
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
、
ｐ
ｐ
．

６９０
│

７５８
プ
ラ
ト
ン
の
有
名
な
理
想
国
家
か
ら
の
詩
人
の
追
放
。
プ
ラ
ト
ン

は
、
詩
（
創
作
）
に
つ
い
て
語
り
、
三
つ
の
寝
椅
子
を
挙
げ
る
。
一

つ
は
イ
デ
ア
と
し
て
の
寝
椅
子
、
も
う
一
つ
は
大
工
の
作
る
寝
椅

子
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
画
家
の
作
品
と
し
て
の
寝
椅
子
で
あ
る
。

こ
の
画
家
の
作
品
は
イ
デ
ア
の
寝
椅
子
と
実
際
の
大
工
の
作
る
寝
椅

子
を
真
似
た
第
三
番
目
の
も
の
に
し
か
過
ぎ
ず
、
真
理
か
ら
遠
く
は

な
れ
て
、
影
絵
の
よ
う
な
見
か
け
だ
け
を
作
り
出
す
の
で
あ
り
、
プ

ラ
ト
ン
は
そ
の
よ
う
な
詩
人
や
画
家
に
対
し
、
理
想
国
家
か
ら
の
追

放
を
い
う
。

27

鈴
木
大
拙
全
集

第
十
二
巻
、
前
掲
、
ｐ
．
４３３

28

同
書
、
ｐ
．
１８

29

岡
潔
『
春
宵
十
話
』、
光
文
社
、
二
〇
〇
六
、
ｐ
ｐ
．
１５６
│

１５７

30

山
崎
正
和
『
リ
ズ
ム
の
哲
学
ノ
ー
ト
』、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一

八
、
ｐ
．
７９
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版
出
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