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〈
不
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も
の
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ち
の
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代
』
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ま
ず
最
初
に
、
本
書
を
こ
れ
か
ら
読
む
方
々
に
忠

告
。
各
章
を
つ
な
ぐ
論
理
的
整
合
性
、
連
続
性
を

考
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
そ
れ
ぞ
れ
の
章

に
全
力
投
球
。
頭
を
か
き
む
し
り
、
汗
を
流
し
な

が
ら
読
み
込
み
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
読
了
後
、
お

も
む
ろ
に
振
り
返
っ
て
み
る
。
す
る
と
そ
こ
に
は
、

複
数
の
場
に
つ
な
が
る
「
道
」
が
、
幾
重
に
も
張

り
巡
ら
さ
れ
た
交
通
網
が
見
え
る
で
し
ょ
う
。
そ

し
て
同
時
に
、
自
分
が
迷
子
に
な
っ
た
あ
の
場
所
、

こ
の
場
所
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

と
い
う
具
合
に
、
本
書
は
一
種
の
迷
路
で
あ
る
。

し
か
も
、
気
宇
壮
大
な
迷
路
で
あ
る
。
で
は
、
こ

の
迷
路
は
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
、

ま
た
は
、
さ
れ
て
い
な
い
の
か
。
そ
し
て
〈
不
気

味
な
も
の
〉
は
、
こ
の
迷
路
の
ど
こ
に
潜
ん
で
い

る
の
か
。
そ
も
そ
も
、
著
者
が
言
う
〈
不
気
味
な

も
の
〉
と
は
何
か
。
そ
れ
で
は
、
と
り
あ
え
ず
序

章
か
ら
、
本
書
の
目
的
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

　

著
者
い
わ
く
、
本
書
の
目
的
は
「
嫌
悪
や
恐
怖

の
感
情
と
他
者
の
忌
避
や
排
除
の
か
か
わ
り
あ
い

に
関
す
る
従
来
の
理
論
を
、
近
年
の
美
学
的
権
力

論
と
精
神
分
析
的
メ
デ
ィ
ア
論
の
成
果
を
ふ
ま
え

な
が
ら
、
新
た
に
問
い
直
す
こ
と
」
で
あ
る
。
こ

こ
で
い
う
「
嫌
悪
や
恐
怖
の
感
情
と
他
者
の
忌
避

や
排
除
の
か
か
わ
り
あ
い
に
関
す
る
従
来
の
理
論
」

と
は
、
ケ
ガ
レ
論
や
異
人
論
に
代
表
さ
れ
る
、
人

類
学
や
民
俗
学
に
お
け
る
境
界
・
両
義
性
に
関
す

る
理
論
を
さ
す
。
現
代
社
会
に
お
け
る
排
除
の
シ

ス
テ
ム
は
、
中
心
対
周
縁
と
い
っ
た
二
項
対
立
的

な
構
図
で
は
す
で
に
説
明
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

「
内
な
る
敵
」「
内
部
の
外
部
」
が
発
生
し
て
い
る

今
日
、
従
来
の
境
界
論
は
も
は
や
適
用
で
き
な
い
。

　

で
は
、
旧
態
依
然
と
し
た
境
界
と
両
義
性
の
理

論
を
、
い
か
に
問
い
直
す
べ
き
な
の
か
。
ひ
と
つ

め
の
論
点
は
「
近
代
人
の
機
械
の
作
動
に
よ
る
新

た
な
境
界
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の

ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
議
論
、
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・

ア
ガ
ン
ベ
ン
の
「
人
類
学
機
械
」
を
め
ぐ
る
議
論

が
補
助
線
と
し
て
採
用
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
ふ
た
つ
め
の
論
点
は
「
従
来
の
両
義

性
に
関
す
る
議
論
が
、
ケ
ガ
レ
を
媒
介
に
聖
と
俗
、

他
界
と
現
世
の
二
元
的
世
界
の
関
係
を
、
常
に
循

環
論
や
交
換
主
義
で
回
避
し
て
き
た
こ
と
を
問
題

提
起
し
た
う
え
で
、
そ
の
二
元
的
世
界
が
自
律
し

な
が
ら
侵
犯
し
あ
う
仕
組
み
を
論
じ
」
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
「
タ
ブ
ー
が
神
聖
と
不
浄
の

両
方
に
ま
た
が
り
、
そ
の
恐
怖
が
畏
怖
と
嫌
悪
の

両
方
を
伴
う
と
こ
ろ
の
感
情
規
制
」
が
明
ら
か
に

な
る
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
ジ
グ
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ

ト
の
「
不
気
味
な
も
の
」
が
、
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ

ス
テ
ヴ
ァ
の
「
お
ぞ
ま
し
い
も
の
」
＝
ア
ブ
ジ
ェ

ク
シ
オ
ン
論
が
、
そ
し
て
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
キ
ッ

ト
ラ
ー
の
精
神
分
析
的
メ
デ
ィ
ア
論
が
浮
上
す
る
。

　

著
者
は
キ
ッ
ト
ラ
ー
を
援
用
し
な
が
ら
、
次
の
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よ
う
に
言
う
。「「
不
気
味
な
も
の
」
と
は
、
わ
れ
わ

れ
の
精
神
が
自
ら
の
分

ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー

身
を
恐
怖
の
対
象
と

し
て
切
り
離
し
な
が
ら
、
自
我
を
幻
視
す
る
心
的

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
自
身
と
分
身

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
物
質
的
な
基
盤
こ
そ

が
記
号
や
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
」
と
。
た
し
か
に
こ

う
し
た
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
紙
芝
居
は
著
者
に
と
っ

て
絶
好
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
だ
ろ
う
。紙
芝
居
と
い
う
場
、

演
者
、
聴
衆
、
そ
の
発
生
形
態
、
テ
ク
ス
ト
の
表
現
、

こ
れ
ら
す
べ
て
が
「
不
気
味
な
も
の
」
を
表
象
す

る
メ
デ
ィ
ア
そ
れ
自
体
と
言
え
る
か
ら
だ
。

　

し
か
し
著
者
が
紙
芝
居
に
注
目
す
る
の
は
、
必

ず
し
も
精
神
分
析
的
メ
デ
ィ
ア
論
に
も
と
づ
く
関

心
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
著
者
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
一
節
、「
歴
史
は
あ

く
ま
で
構
成
の
対
象
で
あ
り
、
構
成
の
原
理
は
均

質
で
空
虚
な
時
間
の
連
続
を
打
ち
砕
い
て
、
過
去

の
「
現
在
時
」（
い
ま
―
こ
こ
）
を
取
り
出
す
こ

と
で
あ
る
」
を
引
用
し
つ
つ
「
た
い
て
い
は
失
敗

に
終
わ
り
な
が
ら
も
と
き
に
は
状
況
を
打
開
し
た

り
構
造
を
変
革
し
た
り
す
る
き
っ
か
け
を
も
た
ら

す
こ
と
へ
の
メ
シ
ア
的
な
信
頼
、
そ
れ
が
民
衆
と

そ
の
文
化
を
見
つ
め
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
の

根
拠
」
で
あ
る
と
述
べ
、
本
書
に
と
っ
て
の
民
衆

文
化
こ
そ
「
紙
芝
居
」
な
の
だ
と
宣
言
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
著
者
が
民
衆
文
化
に
向
け

る
眼
差
し
の
背
景
に
は
「
伝
統
的
共
同
体
か
ら
排

除
さ
れ
、
近
代
資
本
主
義
や
近
代
国
家
に
よ
っ
て

捕
捉
さ
れ
た
生
」
へ
の
関
心
が
存
在
す
る
。

　

か
く
し
て
、
第
一
部
「
紙
芝
居
は
ど
こ
か
ら

く
る
の
か
」
が
始
ま
る
。
大
恐
慌
に
襲
わ
れ
た

一
九
三
〇
年
、
東
京
に
紙
芝
居
が
出
現
し
、
た
ち

ま
ち
大
流
行
す
る
。
著
者
は
こ
の
紙
芝
居
の
原
点

を
明
治
時
代
の
紙
人
形
芝
居
（
う
つ
し
絵
、
立
絵
）

に
見
い
だ
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
「
絵
咄
し
」
へ
と

変
遷
す
る
様
相
を
追
う
と
と
も
に
、
紙
芝
居
の
流

行
に
と
も
な
う
悪
影
響
を
問
題
視
す
る
上
か
ら
の

圧
力
と
、
教
育
紙
芝
居
や
福
音
紙
芝
居
、
新
興
紙

芝
居
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
紙
芝
居
を
教
育
・

教
化
の
手
段
と
し
て
利
用
を
図
る
動
き
と
を
丹
念

に
叙
述
す
る
。

　

こ
こ
で
の
叙
述
の
特
徴
は
、
生
活
史
へ
の
こ
だ

わ
り
で
あ
る
。
著
者
は
言
う
。「
史
料
や
聞
き
書

き
資
料
の
実
証
的
研
究
は
も
と
よ
り
、
そ
の
因
果

関
係
や
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
読
解
を
も
超
え
て
、
社

会
的
な
も
の
の
全
体
性
を
制
度
化
さ
れ
た
秩
序
と

不
気
味
な
活
力
を
秘
め
た
周
縁
的
な
も
の
、
深
層

的
な
も
の
と
の
緊
張
を
通
じ
て
動
態
的
に
捉
え
う

る
視
点
が
必
要
で
あ
る
」
と
。
こ
う
し
た
視
点
に

も
と
づ
く
叙
述
に
よ
っ
て
、
紙
芝
居
と
い
う
場
が

立
体
的
に
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。

　

さ
て
、
紙
芝
居
は
動
態
的
な
歴
史
の
場
で
あ
る

と
同
時
に
、
物
語
＝
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
者
の
前

に
提
示
さ
れ
て
き
た
。
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
紙
芝

居
。
そ
れ
は
前
時
代
の
、
ま
た
は
同
時
代
の
多
様

な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
織
物
で
あ

る
。
つ
ま
り
「
一
つ
の
作
品
の
な
か
に
ひ
と
つ
の

生
の
な
し
た
全
作
品
が
、
全
作
品
の
な
か
に
そ
の

時
代
が
、
そ
の
時
代
の
な
か
に
歴
史
経
過
の
全
体

が
保
存
さ
れ
、
か
つ
止
揚
さ
れ
て
い
る
」。
こ
う

し
た
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
著
者
が
選
ん
だ

の
は
「
墓
場
奇
太
郎
」
で
あ
る
。
第
二
部
「
物
語

と
メ
デ
ィ
ア
」
で
は
、「
奇
太
郎
」
と
「
桃
太
郎
」

と
い
う
ふ
た
つ
の
物
語
の
形
態
を
比
較
し
、
表
現

の
下
に
隠
さ
れ
た
本
質
を
探
る
。
さ
ら
に
「
奇
太

郎
」
物
語
が
紙
芝
居
か
ら
貸
本
マ
ン
ガ
へ
と
移
行

す
る
時
期
に
、
マ
ン
ガ
に
な
っ
た
作
品
と
な
ら
な

か
っ
た
作
品
と
を
比
較
し
、
紙
芝
居
と
い
う
メ

デ
ィ
ア
の
本
質
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
る
。
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こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の

は
、
た
と
え
ば
紙
芝
居
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
特
性

で
あ
る
。
音
声
言
語
に
媒
介
さ
れ
、
そ
れ
と
連
繋

し
な
が
ら
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
変
化
と
形
象
化
を

繰
り
返
す
こ
と
。
物
語
と
作
画
の
結
び
つ
き
が
緩

や
か
な
た
め
に
、
プ
ロ
ッ
ト
の
一
貫
性
が
保
た
れ

に
く
い
こ
と
。
そ
し
て
、
演
者
の
〈
声
〉
が
き
わ

め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
。
こ
う
し
た
特
性
が
、
紙

芝
居
か
ら
マ
ン
ガ
へ
の
移
行
に
も
大
き
く
関
わ
っ

て
く
る
。
水
木
し
げ
る
と
竹
内
寛
之
に
よ
る
、
ふ

た
つ
の
「
鬼
太
郎
」
物
語
を
対
比
す
る
こ
と
で
見

え
て
く
る
の
は
「
画
像
を
め
ぐ
る
口
承
性
と
文
字

性
の
せ
め
ぎ
合
い
」「
音
声
と
文
字
と
の
、
絵
に

接
近
す
る
仕
方
の
差
異
」
な
の
だ
。

　

以
上
が
紙
芝
居
を
め
ぐ
る
具
体
的
な
分
析
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
第
三
部
「〈
不
気
味
な
も
の
〉
た

ち
」
は
「
序
章
の
問
題
提
起
と
論
点
を
学
の
歴
史

的
文
脈
を
復
元
し
な
が
ら
、
学
説
史
を
通
し
て
」

考
察
を
深
め
る
試
み
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
冒
頭
に

記
さ
れ
た
問
題
提
起
に
対
す
る
、
理
論
的
な
検
討

の
パ
ー
ト
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
三
部
は
、
三

つ
の
パ
ー
ト
か
ら
成
る
。「
怪
奇
の
近
代
」「〈
不

気
味
な
も
の
〉
を
め
ぐ
る
問
題
系
」、
そ
し
て
「
越

境
す
る
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
」
で
あ
る
。
第
三
部
に

つ
い
て
は
、
各
パ
ー
ト
ご
と
に
紹
介
し
よ
う
。

　

ま
ず「
怪
奇
の
近
代
」。
こ
こ
で
は
柳
田
国
男「
広

遠
野
譚
」
に
「
起
伏
し
て
絶
え
ざ
る
流
れ
の
水
上
」

か
ら
「
ま
ぼ
ろ
し
の
歴
史
」
を
志
向
す
る
方
法
が

示
さ
れ
て
い
る
と
し
、
同
時
に
「
広
遠
野
譚
」
に

フ
ロ
イ
ト
の
影
を
見
い
だ
す
。
そ
こ
で
著
者
は
民

俗
学
の
黎
明
期
、
柳
田
国
男
『
遠
野
物
語
』
の
成

立
期
に
遡
り
、『
遠
野
物
語
』
を
め
ぐ
る
文
脈
と

人
脈
に
、
一
九
一
〇
年
前
後
の
文
壇
に
お
け
る
怪

談
ブ
ー
ム
、
伊
藤
嘉
矩
の
台
湾
原
住
民
に
関
す
る

人
類
学
研
究
が
存
在
す
る
こ
と
を
押
さ
え
、
や
が

て
そ
れ
が
山
人
や
荒
ぶ
る
神
の
考
察
を
通
じ
て
柳

田
の
暴
力
論
に
つ
な
が
る
こ
と
を
示
唆
す
る
と
同

時
に
、
フ
ロ
イ
ト
の
「
死
の
欲
動
」
理
論
と
の
接

続
を
図
る
。
こ
う
し
た
柳
田
と
フ
ロ
イ
ト
の
検
討

か
ら
、
著
者
は
「
身
体
と
精
神
、
あ
る
い
は
主
観

と
客
観
の
ズ
レ
（
＝
「
意
図
せ
ざ
る
結
果
」）
と

い
う
運
命
性
の
た
め
に
、
生
成
そ
れ
自
体
の
内
に

崩
壊
の
要
因
を
抱
え
込
ん
で
い
る
」
近
代
文
明
の

運
命
を
見
い
だ
す
。
柳
田
も
フ
ロ
イ
ト
も
、
こ
の

よ
う
な
文
明
の
あ
り
方
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い

た
。「
文
明
が
内
包
す
る
本
源
的
な
不
確
実
性
を

め
ぐ
る
精
神
史
な
い
し
思
想
の
裾
野
で
は
、
柳
田

国
男
と
フ
ロ
イ
ト
は
そ
う
離
れ
た
場
所
に
い
た
わ

け
で
は
な
い
」
の
だ
。

　

つ
い
で「〈
不
気
味
な
も
の
〉を
め
ぐ
る
問
題
系
」。

著
者
が
ま
ず
問
題
に
す
る
の
は
、
民
俗
学
そ
れ
自

体
に
内
包
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
代
、

国
民
国
家
に
よ
る
統
合
が
、
国
体
論
や
天
皇
制
を

媒
介
に
し
て
民
衆
生
活
の
内
部
に
深
く
浸
透
し
つ

つ
あ
っ
た
時
期
に
、
組
織
化
と
体
系
化
が
進
め
ら

れ
て
い
た
民
俗
学
は
、
美
学
化
す
る
。
美
学
は
、

や
が
て
政
治
化
す
る
。
そ
の
政
治
性
が
、
民
俗
学

に
方
法
的
な
ナ
イ
ー
ブ
さ
を
も
た
ら
し
た
。
民
俗

を
き
わ
め
て
古
い
時
代
か
ら
連
続
す
る
も
の
と
し

て
扱
い
、
深
層
的
な
構
造
を
持
っ
た
基
層
文
化
と

捉
え
る
民
俗
学
は
、
民
俗
の
伝
承
を
超
歴
史
的
に

想
定
し
、
変
革
に
関
し
て
は
軽
く
流
し
て
し
ま
う
。

民
俗
学
は
学
問
自
体
が
歴
史
状
況
に
絡
め
取
ら
れ
、

そ
の
結
果
、
学
問
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
に
無
自
覚

に
な
っ
た
と
、
著
者
は
言
う
。

　

こ
の
よ
う
な
民
俗
学
の
問
題
に
著
者
が
対
置
さ

せ
る
の
は
、
安
丸
良
夫
の
実
践
で
あ
る
。
安
丸
の

論
考
か
ら
「
一
見
す
れ
ば
平
板
な
日
常
態
と
し
て

存
在
し
て
い
る
社
会
的
な
も
の
が
、
じ
つ
は
絶
え
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ず
崩
壊
の
深
淵
を
の
ぞ
み
な
が
ら
構
成
さ
れ
て
い

る
構
築
物
と
し
て
あ
る
こ
と
」「
社
会
は
す
べ
て
カ

オ
ス
と
向
か
い
合
っ
た
構
成
物
」
で
あ
る
こ
と
を

読
み
取
る
著
者
は
、
構
築
物
と
し
て
の
社
会
を
揺

り
動
か
し
、
二
元
論
的
世
界
観
に
揺
さ
ぶ
り
を
か

け
る
た
め
に
、
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
タ
ー
ナ
ー
の
コ
ム

ニ
タ
ス
論
、
メ
ア
リ
ー
・
ダ
グ
ラ
ス
の
汚
穢
論
な

ど
を
経
由
し
て
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
ア
ブ
ジ
ェ
ク

シ
オ
ン
論
に
至
る
。「〈
私
〉
と
〈
他
〉
の
境
界
を
め

ぐ
る
も
っ
と
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
発
生
論
」
で
あ
り

「
そ
こ
で
生
じ
る
恐
怖
の
原
初
的
な
発
生
論
」
で
あ

る
ア
ブ
ジ
ェ
ク
シ
オ
ン
論
は
「
混
沌
と
破
壊
と
暴

力
と
い
う
権
力
の
問
題
」
と
同
時
に
「
記
号
の
生

成
を
め
ぐ
る
言
語
の
問
題
」
を
突
き
つ
け
て
く
る
。

　

こ
の
ア
ブ
ジ
ェ
ク
シ
オ
ン
を
ケ
ガ
レ
、
不
気
味

な
も
の
と
繋
げ
る
議
論
の
な
か
で
、
あ
ら
た
め
て

二
元
論
を
ど
う
乗
り
越
え
て
い
く
か
、
と
問
い
か

け
る
著
者
は
、
序
章
で
も
言
及
し
て
い
た
ア
ガ
ン

ベ
ン
の
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
を
め
ぐ
る
政
治
神
学
、
キ
ッ

ト
ラ
ー
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
め
ぐ
る
文
学
心

理
学
・
メ
デ
ィ
ア
論
を
招
来
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
「
終
章　

越
境
す
る
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
」

で
著
者
は
、
従
来
の
境
界
論
の
空
間
認
識
に
お
い

て
決
定
的
に
欠
落
し
て
い
る
の
は
「
道
」
と
い
う

発
想
で
あ
る
と
述
べ
る
。「
境
界
論
に
根
本
的
に

欠
落
し
て
い
る
の
は
、
交
通
す
る
空
間
を
捉
え
る

視
座
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
境
界
領
域
の
曖
昧
性

は
、
希
薄
で
う
つ
ろ
な
空
間
で
し
か
な
い
の
だ
。

そ
れ
は
、
都
市
な
い
し
近
代
性
そ
の
も
の
に
は
肉

薄
で
き
な
い
」
と
主
張
す
る
著
者
は
、
あ
ら
た
め

て
「
交
通
す
る
共
同
体
を
ど
う
捉
え
る
か
」
と
問

う
。
著
者
は
言
う
。「
わ
れ
わ
れ
の
生
は
、
や
む

な
き
「
人
類
学
機
械
」
の
作
動
に
よ
っ
て
剥
き
出

し
に
さ
れ
な
が
ら
も
、
い
つ
か
訪
れ
る
だ
ろ
う
救

済
を
信
じ
て
、「
道
」
を
こ
じ
あ
け
る
し
か
な
い
」

「
内
で
も
あ
り
外
で
も
あ
る
よ
う
な
、
閉
じ
ら
れ

た
よ
う
で
い
て
開
か
れ
て
い
る
新
し
い
〈
境
界
〉

を
見
極
め
る
こ
と
な
し
に
、
そ
れ
ら
へ
の
「
道
」

に
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
」。

　

お
そ
ら
く
、
こ
こ
ま
で
進
め
て
き
た
本
書
の
要

約
は
、
要
約
の
体
を
な
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
あ

く
ま
で
右
の
記
述
は
、
評
者
が
苦
心
惨
憺
し
つ
つ

紡
ぎ
出
し
て
み
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
、
本
書
を
読
解

す
る
う
え
で
の
暫
定
的
な
「
道
」
の
ひ
と
つ
に
過

ぎ
な
い
。
本
書
が
直
線
的
な
論
理
展
開
や
重
層
的

な
論
の
重
な
り
を
そ
れ
ほ
ど
重
視
し
て
い
な
い
、

も
し
く
は
意
図
的
に
拡
散
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
あ
と
が
き
」
の
な
か
で
著
者
は
「
紙
芝
居
の

現
場
の
話
と
メ
タ
レ
ベ
ル
の
議
論
の
間
に
多
少
飛

躍
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
多

少
、
で
は
な
い
と
思
う
。
ま
た
「
精
神
分
析
と
権

力
論
で
民
俗
学
と
人
類
学
の
境
界
論
を
思
い
切
り

内
と
外
か
ら
こ
じ
あ
け
、
そ
の
曖
昧
な
両
義
性
を

取
っ
払
お
う
と
意
図
し
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

飛
躍
の
理
由
は
、
恐
ら
く
こ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
こ
そ
が
、
本
書
の
何
よ
り
の
魅
力
で
も
あ
る
。

　

境
界
を
越
境
し
、
異
質
な
場
と
空
間
を
繋
げ
、

交
通
す
る
空
間
と
し
て
の
「
道
」
を
際
立
た
せ
る

こ
と
。
読
者
は
お
の
ず
か
ら
「
道
」
を
歩
む
。
そ

し
て
行
き
先
で
迷
子
に
な
り
、
途
方
に
く
れ
る
。

こ
の
眩
暈
の
よ
う
な
感
覚
の
向
こ
う
に
、
著
者
の

眼
差
し
は
据
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　

最
後
に
。
は
た
し
て
〈
不
気
味
な
も
の
〉
は
、

ど
こ
に
い
た
／
い
る
で
し
ょ
う
か
。

（
二
〇
〇
七
年
、
本
体
三
四
〇
〇
円
、
青
弓
社
）

（
い
ち
や
な
ぎ
・
ひ
ろ
た
か
／
横
浜
国
立
大
学
）


