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人
間
成
長
の
過
程
に
お
い
て
、

ん
で
い
る
。

第
一
七
巻
第
二
号

f
r
i
e
n
d
l
y
 rivalry
と
結
合
す
る
謙
譲
に
発
展
す
る
。

2•Her&otus'Aphorism 
3
.
 

"
A
h
g
o
n
緊
eks
steep places.
・・
(Latin
Proverb) 

4
.
 

"
B
o
y
s
 will 
be boys." 

5
.

＾^Boys, be ambitious in 
the glory of G
o
d…
p
rー
ー

•
D
r
•
W
i
l
l
i
a
m

S. 
Clarke 

6
.
 Sophoclg•The 

Oedipus Tyrannus. 

7
.
 

S
h
a
k
g
P磁
re,
Macbeth. 

8
.
 

Bunddhist a
n
d
 Christian Precepts about Arrogance 

お
よ
そ
物
の
見
方
に

2
が
あ
り
、
そ
の

1
は
「
道
徳
的
な
る
」

(
m
o
r
a
l
)
こ
と
あ
る
い
は
「
社
会
的
な
る
」

(social̀
sociable)
こ
と

を
尊
重
し
、
「
不
道
徳
的
な
る
」

(
i
m
m
o
r
a
l
;
 im
m
o
r
a
l
i
s
c
h
)

こ
と
あ
る
い
は
「
反
社
会
的
な
る
」

(antisocial)

こ
と
を
排
除
す
る

“̂ 

見
方
で
あ
り
、
そ
の

2
は
「
非
道
徳
的
な
る
」

(
u
n
m
o
r
a
l
,
n
o
n
m
o
r
a
l
,
 a
m
o
r
a
l
 ;
 am
o
r
a
l
i
s
c
h
)
こ
と
あ
る
い
は
「
非
社
会
的
な
る
」

(unsocial, 
nonsocial, 
asocial)
ー

眸
g
脇
切
年
ハ
蔀
皿
吐
i

で
は
「
江
d
ム
云
士
1

睾
合
的
な
る
」

(socialistic)
ー
こ
と
を
主
嗚
土
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の

1
は
排
中
律
の
形
式
論
理
学
を
前
提
と
し
、
そ
の

2
は
弁
証
法
を
前
提
と
し
、
そ
の
う
ち
n
e
i
t
h
e
r
n
o
r
の
弁
証
法
に
よ
る
も
の
は

「
不
道
徳
的
な
る
」
こ
と
・
「
反
社
会
的
な
る
」
こ
と
を
含
ま
な
い
け
れ
ど
も
、

either
o
r

の
弁
証
法
に
よ
る
も
の
は
静
的
に
「
不
道
徳

的
な
る
」
こ
と
・
「
反
社
会
的
な
る
」
こ
と
を
含
み
、

a
s
 w
e
l
l
 
a
s
の
弁
証
法
に
よ
る
も
の
は
動
（
弁
証
法
的
発
展
）
的
に
こ
の
反
を
含

「
道
徳
的
な
る
」
も
の
・
「
社
会
的
な
る
」
も
の
の
尊
重
も
、

う
え
の

2
種
の
見
方
の
う
ち
「
非
道
徳
的
な
る
」
主
張
・
「
非
社
会
的
」
な
る
主
張
は
つ
ね
に
ゴ
ウ
慢
（
尊
大
）
で
あ
る
が
、

反
抗
期
直
後
の
成
人
に
見
る
ゴ
ウ
慢
＇
~

hostile 
rivalry
と
結
合
す
る
1

に
始
ま
り
、
心
理
的
カ
ク
ル
シ
ス
を
経
て
、

関
法
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吾
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保
守
派
に
お
け
る
う
え
の
ご
と
き
「
哲
学
の
貧
困
」

こ
れ
、

一
（
八
七
）

注
0
2
a
'
の
ギ
リ
シ
ャ
文
の
例
。
阻
m
8
i
t
g
a
m
o
s
.
1
1
M
a
r
r
i
a
g
e
that is 
n
o
 marriage, 
a. £atai marriage•khorls 

hugieias abios bios, 
bios 
ablotos. 

1
1
W
i
t
h
o
u
t
 health life 
is 
n
o
 life,
〔

b丘〕
a
lifele器
臣
fe;

匿房
2
ら
憐
言
悟
腐

gb」
塁
r

だ
腐
晨
e‘

。

な
お

i
m
m
o
r
a
l
と

unmoral,
…
…
と
の
使
い
別
け
に
関
し
て
は
市
河
三
喜
文
博
、
ラ
テ
ソ
、
ギ
リ
シ
ャ
語
初
歩

(
6
版）、

118頁
以
下
参
照
。

う
え
の
心
理
的
カ
ク
ル
シ
ス
を
政
治
史
に
認
め
る
、

と
種
種
の
機
械
論
的
社
会
観
で
あ
り
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
思
想
に
基
づ
き
、
こ
の
カ
ク
ル
シ
ス
史
観
を
科
学
的
に
樹

立
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
わ
た
く
し
は
自
著
「
テ
オ
ー
リ
ア
の
真
義
と
政
治
学
」
に
お
い
て
試
み
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
広
く
こ

し
か
ら
ば
、
う
え
の
ご
と
き
カ
ク
ル
シ
ス
政
治
史
観
の
強
調
は
何
故
に
行
わ
れ
る
か
。
そ
も
そ
も
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
精
神
的
虚
脱

に
乗
じ
て
大
い
に
盛
ん
と
な
っ
た
の
は

either
o
r

の
弁
証
法
た
る
個
人
主
義
実
存
主
義
と
，
a
s
w
e
l
l
 a
s
の
弁
証
法
た
る
マ
ル
ク
ス
主
義

い
ず
れ
も

hostile
ri valr.y

の
観
念
お
よ
び
実
行
と
結
合
し
て
い
る
。

ん
な
状
態
で
あ
る
か
と
い
う
に
、
ま
ず
、
う
え
の
ご
と
き
思
想
の
持
ち
主
が
、
そ
の
不
十
分
な
自
覚
か
ら
、
史
実
ま
た
は
現
実
に
接
し
て

う
え
の
史
観
を
有
す
る
に
至
ら
な
い
の
み
な
ら
ず
、
う
え
の
ご
と
き
経
過
を
経
て

f
r
i
e
n
d
l
y
r
i
v
a
l
r
y
を
認
め
る
に
至
っ
た
も
の
も
、

0

こ
の
経
過
を
十
分
に
自
覚
せ
ず
し
て
、
対
症
療
法
た
る
精
神
指
導
法
を
主
張
し
、
同
類
療
法
た
る
カ
ク
ル
シ
ス
心
理
の
強
調
を
忘
れ
、

た
③
現
代
に
ふ
さ
わ
し
い
科
学
的
哲
学
を
樹
立
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。

ま

今
日
の
日
本
に
お
け
る

hostile
rivalry
流
行
の
ゆ

え
ん
で
あ
り
、
わ
た
く
し
が
う
え
の
ご
と
く
カ
ク
ル
シ
ス
史
観
を
強
調
す
る
の
も
ま
た
こ
の
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
な
お
わ
が
国
政
界
の

(
d
a
s
 E
l
e
n
d
 d
e
r
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
)

と
精
神
指
導
法
と
が
あ
い
合
し
て
、
太
っ
た
プ

ク
よ
り
や
せ
た
ソ
ク
ラ
テ
ー
ス
を
選
ぼ
う
と
す
る
イ
ン
テ
リ
的
傾
向
(
"
B
e
t
t
e
r
 ・be 
a
 t
h
i
n
 
S
o
c
r
a
t
e
s
 t
h
a
n
 a
 fat 
s
w
i
n
e
,
"
)

に
拍

車
を
か
け
、
戦
後
20
数
年
の
き
ょ
う
、
保
守
派
の
繁
栄
に
お
け
る
ジ
リ
貧
現
象
を
呈
せ
し
め
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
う
え
の
ご
と
き
ヵ

タ
ル
シ
ス
史
観
の
強
調
の
必
要
は
い
っ
そ
う
感
ぜ
ら
れ
る
。

カ
ク
ル
シ
ス
政
治
史
観
の
諸
相

し
か
ら
ば
ど
う
し
て
こ

の
カ
ク
ル
シ
ス
政
治
史
観
の
思
想
の
諸
相
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
見
解
以
前
に
も
及
ん
で
論
述
し
よ
う
と
す
る
。



第
一
七
巻
第
二
号

注

D
そ
れ
は
主
と
し
て
戦
後
日
本
の
禅
プ
ー
ム
の
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
は
米
国
の
禅
プ
ー
ム
に
便
乗
し
て
い
る
。
米
国
で
は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
1
教
授
が
1
種
の

個
人
主
義
的
黙
照
禅
ー
ー
看
話
（
カ
ン
ナ
）
禅
に
対
す
る
ー
ー
を
行
な
い
、
そ
れ
に
薬
物
心
理
学(
p
h
a
r
m
a
c
o
p
s
y
c
h
o
l
o
g
y
)

を
応
用
し
、
ば
3
D
~

そ
の
服
用
に
よ

り
一
時
的
に
主
と
し
て
幻
視
、
時
に
幻
聴
を
伴
な
う
精
神
分
裂
症
類
似
の
状
態
を
招
く
薬
品
ー
|
'
を
使
用
し
、
禅
ブ
ー
ム
を
招
い
た
。
し
か
し

L
S
D
使
用
の
故
を
も
っ

て
同
教
授
が
ハ
ー
バ
ー
ド
か
ら
追
放
さ
れ
た
の
ち
の
今
日
で
は
、
こ
の
派
の
禅
も
表
向
き
は

L
S
D
の
使
用
を
行
わ
ず
黙
照
禅
の
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

で
相
当
広
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
る
に
一
方
、
わ
が
国
理
論
物
理
学
の
有
力
な
グ
ル
ー
プ
が
従
来
、
素
粒
子
論
に
お
い
て
こ
れ
が
点
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
広

が
り
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
た
が
、

る
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
先
、

そ
の
理
論
上
の
矛
盾
か
ら
「
素
領
域
」
の
新
理
論
へ
転
向
す
る
に
至
っ
た
の
は
こ
こ
に
す
こ
ぶ

す
で
に
ニ
ュ
ー
ト
ン

(
N
e
w
t
o
n
)

は
光
を
粒
子
と
し
て
、

ホ
イ
ヘ
ン
ス

(
H
u
y
g
e
n
s
)

は
波
動
と
し
て
説
明
し
た
が
、

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

(
E
i
n
s
t
e
i
n
)

を
経
て
ブ
ロ
イ
ー

(
B
r
o
g
l
i
e
)

に
至
り
、
光
の
み
な
ら
ず
す
べ
て
の
勢
力
は
粒
子
性
と
波
動
性
の
両

面
を
持
ち
、
従
来
の
う
え
の
粒
子
説
も
波
動
説
も
楯
の
半
面
を
見
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
主
張
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
ボ
ー
ア

(
B
o
h
r
)

に
至

っ
て
う
え
の
両
性
は
矛
盾
の
関
係
で
な
く
、
補
足
の
関
係
で
あ
る
こ
と
が
強
調
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
自
然
弁
証
法
の
名
で
弁
証
法

を
自
然
界
に
お
し
つ
け
た
の
は
非
科
学
的
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
ボ
ー
ア
の
補
足
性
原
理
に
先
立
っ
て
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル

ク

(
H
e
i
s
e
n
b
e
r
g
)

の
不
確
定
性
原
理
に
よ
っ
て
機
械
論
的
因
果
が
否
定
さ
れ
た
。

し
か
る
に
こ
れ
ら
一
連
の
研
究
は
究
極
的
粒
子
の
持
つ
広
が
り
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

た
と
え
ば
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
認
め
る

思
考
実
験

(
d
a
s
G
e
d
a
n
k
e
n
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
)

に
見
ら
れ
る
反
跳

(
d
e
r
P
r
a
l
l
 ;
 recoil)

は
こ
の
広
が
り
を
前
提
に
思
考
し
う
る
。
か
く

て
こ
れ
ら
の
研
究
グ
ル
ー
プ
と
そ
の
信
奉
者
は
、
生
物
学
的
な
い
し
心
理
学
的
記
述
と
物
理
学
的
方
法
と
の
補
足
性
を
認
め
る
ボ
ー
ア
と

こ
の
点
の
信
奉
者
を
除
い
て
、
少
な
く
と
も
そ
の
結
果
と
し
て
原
則
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
ご
と
き
有
神
論
一
元
論
に
理
論
物
理
学
的
根

関
法

四
（
八
八
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注
0

法
学
論
叢
、
第
3
7
巻
第
3
号
（
昭
和
12
年
9
月
）
所
載
．
な
お
法
学
論
叢
で
は
第
4
0
巻
第
5
号

命
H

和
1
4
年
5
月
）
、
自
作
、
天
佑
と
我
憲
政
の
成
立
、
3
7
頁
に
お
い

て
も
不
確
定
性
原
理
・
物
質
波
動
論
と
史
観
の
関
係
に
論
及
し
た
。
し
か
る
に
前
者
の
昭
和
12
年
9
月
号
の
論
文
と
法
学
論
叢
、

51
巻
第
4
号
（
昭
和
19
年
10
月
）
所
載

の
自
作
、
聖
徳
太
子
と
国
民
会
議
と
の
2
論
文
は
関
大
法
学
論
集
、
第
2
巻
第
2
.
3
号
に
お
け
る
、
わ
た
く
し
の
著
作
目
録
に
、
ま
こ
と
に
残
念
な
が
ら
、
漏
れ
て
い
る
。

し
か
し
う
え
の
素
領
域
理
論
の
提
唱
だ
け
に
よ
っ
て
わ
が
国
に
お
け
る
実
存
主
義
弁
証
法
が
急
に
大
い
に
反
省
す
る
と
は
思
え
ず
、
従

っ
て
わ
た
く
し
が
こ
の
論
文
を
書
く
う
え
の
理
由
に
つ
い
て
も
、
う
え
の
素
領
域
論
の
提
唱
だ
け
に
よ
っ
て
こ
れ
を
書
き
改
め
る
程
度
の

事
情
変
更
を
来
た
す
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
現
に
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
教
授
の
つ
ぎ
の
ご
と
き
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
理
解
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
湯
川
教
授
は
そ
の
理
論
物
理
学
上
の
新
説
提
唱
に
当
た
っ
て
も
そ
の
哲
学
的
理
解
は
い
ぜ
ん
と
し
て
変
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

カ
ク
ル
シ
ス
政
治
史
観
の
諸
相

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

m
a
t
e
r
i
e
l
l
e
)
 

拠
を
与
え
た
。

五
（
八
九
）

ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク

と
こ
ろ
で
こ
れ
に
反
し
わ
が
国
で
は
素
粒
子
の
広
が
り
を
否
定
す
る
理
論
物
理
学
が
出
現
し
て
、
あ
れ
か
こ
れ
か
の
弁
証
法
ー
ー
＇
実
存

主
義
—
ー
ー
に
科
学
理
論
的
根
拠
を
与
え
、
戦
前
戦
中
は
全
体
主
義
実
存
主
義
に
戦
後
は
個
人
主
義
実
存
主
義
に
活
力
を
供
給
す
る
と
こ
ろ

が
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
こ
の
一
派
の
う
ち
か
ら
最
有
力
な
グ
ル
ー
プ
が
上
述
の
ご
と
き
新
理
論
を
提
唱
し
、

博
士
を
日
本
に
迎
え
た
。
こ
の
こ
と
は
研
究
者
と
し
て
の
わ
た
く
し
を
無
性
に
喜
ば
し
た
。
そ
れ
は
す
で
に
戦
前
戦
中
に
京
大
・
同
大
•
関

大
の
講
壇
に
京
大
の
法
学
論
叢
な
ど
に
不
確
定
性
原
理
(
d
a
s
U
n
b
e
s
t
i
m
m
t
h
e
i
t
s
p
r
i
n
z
i
p
)
や
物
質
波
動
論

(
l
'
h
y
p
o
t
h
e
s
e
d
e
 l
'
o
n
d
e
 

法
学
論
叢
で
は
「
理
論
物
理
学
の
進
歩
と
古
典
的
史
論
の

を
科
学
的
根
拠
と
し
て
有
神
論
的
一
元
論
の
史
観
を
主
張
し
、

復
活
」
と
副
題
す
る
、
立
憲
政
治
主
張
の
論
文
な
ど
を
公
表
し
、
純
真
な
る
学
徒
た
ち
の
熱
心
な
聴
講
な
ど
を
楽
し
ん
だ
が
、
戦
時
に
お

い
て
理
論
物
理
学
を
背
景
と
す
る
実
存
主
義
主
戦
哲
学
の
グ
ル
ー
プ
の
絶
対
権
力
と
結
合
し
た
排
撃
に
悩
み
抜
い
た
苦
難
な
ど
を
想
起
す



対
し
、

火
は
四
面
体

子
は
、

こ
の
現

第
一
七
巻
第
二
号

う
え
の
ご
と
く
日
本
に
迎
え
ら
れ
た
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
教
授

(Prof.
W
e
r
n
e
r
 H
e
i
s
e
n
b
e
r
g
)
は、

5
月
4
日
、
京
都
大
学
第
1
教
室
に
お
い
て
英
語
を
も
っ
て
「
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
と
現
代
物
理
学
」

与
え
ら
れ
て
、
全
聴
衆
と
と
も
に
最
後
ま
で
熱
心
に
聴
講
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ご
と
く
で
あ
る
。

1
9
6
7
,
l
l
l
-

(
G
r
e
e
k
 P
h
i
l
o
s
s
p
h
y
 a
n
d
 M
o
d
e
r
n
 

超
満
員
の
聴
衆
で

あ
っ
た
が
、
家
高
氏
は
じ
め
京
大
法
学
部
旧
同
僚
の
ご
好
意
に
よ
り
わ
れ
ら
は
現
在
教
え
子
の
関
大
大
学
院
の
学
生
た
ち
と
よ
い
座
席
を

最
近
の
素
粒
子
物
理
学
で
は
、
高
ニ
ネ
ル
ギ
ー
の
素
粒
子
を
衝
突
さ
せ
る
と
多
数
の
破
片
に
壊
れ
る
が
、
そ
の
破
片
は
も
と
の
粒
子

と
同
じ
大
き
さ
で
決
し
て
よ
り
小
さ
い
新
し
い
粒
子

(
n
e
w
s
m
a
l
l
e
r
 
particles)

が
現
わ
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

象
は
粒
子
の
細
分
割
と
い
う
よ
り
、
相
対
性
理
論
に
基
づ
い
た
ニ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
粒
子
の
生
成
と
い
っ
た
方
が
よ
い
。
す
べ
て
の
粒

ニ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
基
本
的
な
も
の
か
ら
で
き
て
い
る
。
す
で
は
古
代
ギ
リ
シ
＊
で
は
デ
ー
モ
ク
リ
ト
ス
も
プ
ラ
ト
ー
ン
も
と

も
に
究
極
的
な
も
の
を
形
あ
る
も
の
と
見
た
が
、
デ
ー
モ
ク
リ
ト
ス
が
こ
の
形
あ
る
も
の
を
実
体
と
見
て
唯
物
機
械
論
を
展
開
し
た
に

プ
ラ
ト
ー
ン
は
こ
の
形
あ
る
も
の
を
幾
何
の
正
多
面
体

(
r
e
g
u
l
a
r
p
o
l
y
h
e
d
r
a
,
 
r. 
p
o
l
y
h
e
d
r
o
n
s
)

と
見
て
、

(
t
e
t
r
a
h
e
d
r
o
n
s
)
、
地
は
六
面
体

(
h
e
x
a
h
e
d
r
o
n
s
)
、
空
気
は
八
面
体

(
o
c
t
a
h
e
d
r
o
n
s
)
、
水
は
二
十
面
体

(
i
c
o
s
a
h
e
d
r
o
n
s
)

で
あ

り
、
従
っ
て
そ
の
無
限
分
割
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
は
不
減
で
は
な
く
、
そ
の
表
面
の
三
角
形
を
組
変
え
る
こ
と
で
、
他
の
元
素
に

変
わ
る
と
す
る
。
か
く
て
形
あ
る
も
の
は
知
的
に
は
数
学
的
に
だ
け
と
ら
え
て
正
確
に
言
葉
に
表
現
し
う
る
も
、
こ
れ
で
は
十
分
な
表

現
で
な
い
と
し
て
、
数
学
の
こ
と
ば
の
限
界
を
述
べ
た
あ
と
詩
人
の
こ
と
ば
に
移
り
、
違
っ
た
イ
メ
ジ
を
人
心
に
与
え
よ
う
と
し
て
い

る
。
唯
一
物
に
よ
り
広
い
面
か
ら
近
‘
つ
く
に
は
、
心
象
・
陰
喩
・
直
喩
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
ば
を
使
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
社
会

ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
教
授
の
論
述
さ
れ
た
要
旨
は
つ
ぎ
の

P
h
r
s
c
i
s
)

と
称
す
る
講
演
を
行
な
い
、

荒
木
不
二
洋
京
大
教
授
が
訳
文
を
担
当
し
た
。

午
後
3
時
か
ら
約
2
時
間
、

ま
ず
、

関
法

六
（
九

0
)



oretical 
physics. 

「
道
枢
」
と
は
物
事
の
対

の
調
和

(
h
a
r
m
o
n
y
o
f
 society)
が
唯
一
物
の
共
通
の
解
釈
に
立
脚
し
て
い
る
な
ら
ば
、
科
学
者
の
こ
と
ば
よ
り
も
詩
人
の
こ
と
ば

注
0

な
お
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
4
元
素
に
つ
い
て
は
、
自
著
、
正
統
政
治
学
（
増
補
版
）
、

1
3
4
頁
参
照
。
プ
ラ
ト
ー
ン
の
認
め
る
4
元
素
の
形
状
に
つ
い
て
は
、
そ
の
著
、
テ

ィ
マ
イ
オ
ス

(Timaios)
参
照
。
な
お
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
こ
の
4
元
素
の
ほ
か
に
巴
thehr
を
認
め
た
。
そ
の
著
、
天
体
論

(p.ouranou)•I, 

3
.
 

か
く
て
こ
の
講
演
に
お
い
て
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
教
授
は
プ
ラ
ト
ー
ン
哲
学
の
対
象
論
を
た
た
え
、
た
だ
そ
の
方
法
が
近
代
物
理
学
の
ご

と
き
実
験
ー
思
考
実
験

(
G
e
d
a●
k
e
n
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
,

e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
 in 
t
h
o
u
g
h
t
)

を
含
む
|
ー
に
よ
る
科
学
的
方
法
を
用
い
ず
、

常
の
経
験
に
よ
っ
た
の
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

以
上
の
ご
と
き
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
教
授
の
哲
学
説
に
対
し
、
湯
川
教
授
は
そ
の
素
領
域
理
論
へ
の
転
向
の
今
日
も
な
お
荘
子
が
「
天

地
」
は
「
万
物
」
の
「
逆
旅
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
に
賛
同
し
て
い
る
。
こ
の
「
万
物
」
と
い
う
表
現
は
イ
デ
ア
の
複
数
形
イ
デ
ア
イ
を

連
想
せ
し
め
る
が
、
荘
子
に
お
い
て
は
「
天
均
」
と
は
「
万
物
」
の
一
体
で
無
差
別
乎
等
な
る
こ
と
を
言
い
、

立
を
越
え
た
境
地
を
称
し
、
従
っ
て
荘
子
の
説
は
、
何
人
も
認
め
る
ご
と
く
、
汎
神
論
的
実
存
主
義
で
あ
る
。

R
g
u
m
e
・

ー

A
s
f
o
r
 
t
h
e
 v
i
e
w
s
 o
f
 catharsis i
n
 political 
history, 
id est, 
H
e
r
o
d
o
t
o
,
A
r
i
s
t
o
t
e
l
i
a
n
 interpretations 
o
f
 

hist~ry, 

it 
w
o
u
l
d
 b
e
 a
n
 a
r
d
u
o
u
s
 t
a
s
k
 to 
m
a
k
e
 t
h
e
m
 prevail 
i
n
 
J
a
p
a
n
 this 
a
g
e
 o
n
 a
c
o
u
n
t
 o
f
 t
h
e
 p
o
p
u
l
a
r
i
t
y
 o
f
 

t
h
e
 a
r
r
o
g
a
n
c
e
 o

f
 t
h
e
 
dialetic 
o
f
 as,well,as 
a
n
d
 o
f
 either'or, 
w
h
i
c
h
 fact 
is 
d
u
e
 
either 
to 
t
h
e
 l
a
c
k
 o
f
 sufficient 

reflective 
self-consciousness 
o
r
 to 
w
h
a
t
 t
h
e
 
p
s
y
c
h
o
a
n
a
l
y
s
t
s
 
call 
t
h
e
 
p
s
y
c
h
a
g
o
g
y
 
(die 
P
s
y
c
h
a
g
o
g
i
e
)
 
o
r
 t
h
e
 u
n
,
 

r
e
l
e
n
t
i
n
g
 logic 
o
f
 t
h
e
 rational 
m
i
n
d
,
 
i
n
 spite 
o
f
 t
h
e
 n
e
w
l
y
 asserted 
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
 o
f
 e
l
e
m
e
n
t
a
r
y
 d
o
m
a
i
n
s
 i
n
 the-

カ
ク
ル
シ
ス
政
治
史
観
の
諸
相

が
よ
り
重
要
か
も
知
れ
な
い
。

七
（
九
一
）

日



こ
と
は
後
に
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

h
e
r
o
n
 seeks steep places,''
と
英
訳
す
る
か
、

ま
ず
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
心
理
的
カ
ク
ル
シ
ス
の
観
念
か
ら
そ
の
カ
タ
ル
シ
ス
政
治
史
観
を
推
定
す
れ
ば
、
こ
れ
を
英
語
で
う
え
の

ご
と
き
金
言
に
要
約
す
し
う
る
、

^
U
 

論
述
し
た
か
ら
、
こ
れ
を
略
す
る
。

ヘ
ー
ロ
ド
ト
ス
も
同
じ
史
観
を
有
し
て
示
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
史
観
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

う
え
の

a
r
d
u
a
と
は

a
r
d
u
u
m
の
複
数
対
格
で
あ
り
、
う
え
の
句
の
妙
味
は

a
r
d
u
u
m
と
い
う
語
に

a
n
a
r
d
u
o
u
s
 (
1
1
h
a
r
d
)
 task, 

a
 steep 
place, 
a
 lofty place
の
声
叩
羞
合
か
あ
る
こ
と
と
こ
こ
に
用
い
ら
れ
る

a
r
d
u
u
m
の
変
化
形
た
る

a
r
d
u
a
が、

あ
と
の

a
r
d
e
a
ど
語
ろ
が
合
う
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
う
え
の
句
の
完
全
な
翻
訳
は
ど
の
国
語
で
も
無
理
で
あ
ろ
う
が
、
う
え
の
句
を

6
こ

A

ま
た
は
「
サ
ギ
は
け
わ
し
い
所
を
求
め
る
」
と
和
訳
す
る
方
が
、

^
'
a
r
d
u
a
"
を^
る
lofty

p
l
a
c
e
s
"
と
か
「
高
い
所
」
と
訳
す
る
よ
り
、
そ
の
ラ
テ
ン
語
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
原
義
か
ら
見
て
い
っ
そ
う
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

3
 

a
r
d
u
a
 petit 
ardea. 

注
0

自
著
、
テ
オ
ー
リ
ア
の
真
義
と
政
治
学
、

1
|
4
頁、

11
頁
ー
ー
。

|
H
e
r
o
d
o
t
u
s
 (
H
e
r
6
d
o
t
o
s
)
 

t 巳

A
r
r
o
g
a
n
c
e
 
will b
e
 s
t
r
u
c
k
 
h
u
m
b
l
e
 b
y
 a
 t
r
a
g
e
d
y
 it 
f
i
g
u
r
g
i
n
.
 

ー

d
e
d
u
c
e
d
f
r
o
m
 Aristotle's 
principle o
f
 catharsis 

:rhileei 
g
a
r
 h
o
 t
h
e
o
s
 ta 
h
u
p
e
r
e
k
h
o
n
t
a
 p
a
n
t
a
 kolouein. 

lI

本

関
法
第
一
七
巻
第
二
号

論

八
（
九
二
）

そ
の
発
音
上
、



カ
ク
ル
シ
ス
政
治
史
観
の
諸
相

の
を
も
包
含
し
て
い
る
の
は
無
論
の
こ
と
で
あ
る
。

W
a
l
p
o
l
e
)
が
「
人
生
は
考
え
る
人
に
は
喜
劇
で
あ
り
、

す
る
と
こ
ろ
か
ら
、

し
か
ら
ば
う
え
の
ラ
テ
ン
語
名
句
の
、

注

D

義
を
去
る
こ
と
が
遠
い
。

高
い
所
に
上
る
、
」

の
意
味
に
解
す
る
傾
向
が
大
で
あ
る
と
考
え
る
。

ト
で

b
a
k
a
と
称
せ
ら
れ
、

し
か
る
に
う
え
の
名
句
は
わ
が
国
に
お
い
て
は
「
サ
ギ
は
高
い
所
を
求
め
る
、
」

自
著
、
釈
尊
の
仏
教
と
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、

(
I
)
3
5
頁、

36
頁。

と
訳
さ
れ
易
く
、

こ
の

b
a
k
a
'
と
い
う
語
に
欲
ぼ
け
の
た
め
他
を
欺
い
て
失
敗
す
る
馬
鹿
者
と
い
う
意
味
が
あ
り
、

‘
 

「
馬
鹿
」
の
語
源
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の

6よ

b
a
k
a
"
に
あ
る
と
の
説
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
う
え
の
ラ
テ
ン
語
名
句
を
「
馬
鹿
と
煙
は

し
か
し
こ
う
し
た
解
釈
は
こ
の
ラ
テ
ン
語
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
。
＾
的
原

こ
の
意
味
の
原
義
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
サ
ギ
は
、

3
 

他
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
強
い
人
の
間
で
、
忍
耐

(patience)
強
い
動
物
と
し
て
愛
ガ
ン
さ
れ
、
ま
た
英
国
の
教
養
人
が
:
召
r
a
s
p
e
r
a
 

$

＾

 

(
a
r
d
u
a
)
 
a
d
 astra,"

と
言
う
句
や

6
^
b
o
n
u
s
vir 
s
e
m
p
e
r
 tiro,"

と
言
う
金
言
を
好
ん
で
用
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
少
な
く
と
も

と
言
っ
た
こ
と
を
連
想
せ
し
め
る
。

英
国
の
教
養
人
に
と
っ
て

:̂
ardua
petit 
ardea,"
は
困
難
を
経
て
実
現
さ
れ
る

h
u
m
a
n
i
s
m
の
理
想
が
英
国
人
的
な
忍
耐
ー
|
英
語

の
patienceー
を
経
て
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
る
。
こ
の
忍
耐
こ
そ
は
見
解
の
対
立
に
際
し
、
自
他
の
個
性
を
と
も
に
尊
重

ツ^

s
e
n咎
0
f

h
u
m
o
u
r
に
よ
っ
て
和
解
に
導
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
ホ
ラ
ス
・
ウ
ォ
ー
ル
ボ
ウ
ル

(
H
o
r
a
c
e

感
情
の
人
に
は
悲
劇
で
あ
る
、
」

ま
た
、
"
a
r
d
u
a
 petit 
ardea,"
の
名
句
は

e;per
a
r
d
u
a
 a
d
 astra,"
と

c
^
b
o
n
u
s
vir 
s
e
m
p
e
r
 tiro,"
の
2
金
言
の
意
味
す
る
も

注

D
9
英
語
の

p
a
t
i
g
8
を
〔
G〕

Geduld,
〔F)
patience
と
比
較
し
て
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
自
著
、
テ
オ
ー
リ
ア
の
真
義
と
政
治
学
、

44
頁
注

2
、
自
著
、
釈
尊

の
仏
教
と
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、

(
I
)
3
0
頁
、
注

D
参
照
。

九
（
九
三
）

従
っ
て

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
英
国
人
そ
の

日
本
語

そ
の
う
え
サ
ギ
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ



て
用
い
、

そ
ん
な
男
の
子
の
ヤ
ソ
チ
ャ
は
仕
方
が
な
い
の
意
味
に
う
え
の
諺
を

う
え
の

2
つ
は
合
わ
せ
て
解
説
す
る
を
便
利
と
す
る
。

|
D
r
.
 W
i
l
l
i
a
m
 S
.
 
C
l
a
r
k
e
.
 

゜

第
一
七
巻
第
二
号

1
0
 C
九
四
）

2
自
著
、
釈
尊
の
仏
教
と
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、

(
I
)
3
0
頁。

$
T
h
r
o
u
g
h
 difficulties 
to 
stars,
因
難
を
経
て
星
（
栄
誉
）
へ
。
セ
ネ
カ
（
Seneca)
著
、
狂
っ
た
ヘ
ル
ク
レ
ー
ス

(Hercul8Furens)
、
4
3
7
参
照
。

り

A
g
8
d
m
a
n
,
 always a
 recruit,
よ
い
男
は
つ
ね
に
新
兵
。

G
8已
e
`
M
a
x
i
m
e
n
u
n
d
 Reflexionen. 

9
前
掲

D
参
照
。

＄
自
著
、
テ
オ
ー
リ
ア
の
真
義
と
政
治
学
、

44
頁
注

3
。

り
前
掲
書
、

44
頁。

か
く
て
う
え
の
"
a
r
d
u
a
 
petit 
a
r
d
e
a
,
"
は
カ
タ
ル
シ
ス
政
治
史
観
を
そ
の
裏
面
か
ら
間
接
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

ッ
パ
的
原
義
を
去
る
こ
と
が
遠
い
と
思
う
。
何
と
な
れ
ば
こ
の
日
本
語
格
言
が
う
え
の
カ
ク
ル
シ
只
史
観
を
表
面
か
ら
示
そ
う
と
す
る
も

の
で
あ
れ
ば
、

こ
の
ラ
テ
ン
語
名
句
は
わ
が
格
言
の
「
実
の
る
ほ
ど
頭
の
下
が
る
イ
ナ
穂
か
な
、
」
と
同
じ
く
、

^̂
Boys, 
b
e
 a
m
b
i
t
i
o
u
s
 i
n
 
t
h
e
 g
l
o
r
y
 o
f
 G
o
d
 f
o
r
 
t
h
e
 a
t
t
a
i
n
m
e
n
t
 o
f
 all 
t
h
a
t
 a
 m
a
n
 o
u
g
h
t
 t
o
 b
e
 
!" 

ま
ず
最
初
の

^
^
B
o
y
s
will 
b
e
 b
o
y
s
,
"

に
つ
い
て
言
え
ば
、

こ
れ
を
最
狭
義
に
解
し
、
す
な
わ
ち
二
'
b
o
y
s
"
を

:̂
girls"

に
対
し

思
春
期

(
p
u
b
e
r
t
y
)

ま
で
の
男
の
子
を
意
味
せ
し
め
、

用
い
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
で
も
こ
の
句
の
拡
張
解
釈
を
行
っ
て
同
様
年
齢
の
女
の
子
の
ヤ
ン
チ
ャ
を
も
含
ま
し
め
る
こ
と

中

ょ

B
o
y
s
will 
b
e
 b
o
y
s
.
"
 

示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
史
観
を
裏
面
か
ら

そ
れ
と
と
も
に
こ
の
ラ
テ
ン
語
名
句
を
う
え
の

「
馬
鹿
と
煙
は
高
い
所
に
上
る
、
」

の
意
味
に
解
す
る
の
は
こ
の
ラ
テ
ン
語
の
西
ョ
ー
ロ

関
法



（
九
五
）

が
多
い
。
そ
れ
と
と
も
に
ま
た
、
＾
＂

b
o
y
s
"

を

"
y
o
u
t
h
s
"

(
青
少
年
）
と
解
し
て
用
い
る
と
き
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
「
青
少
年
は
や

と
訳
し
て
「
青
少
年
」
の
ゴ
ウ
慢
と
脱
線
的
恋
愛
を
ほ
の
か
に
戒
め
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
諺
た
る
〈
〈
II
f
a
u
t
 
q
u
e
 j
e
u
n
e
s
s
e
 s
e
 p
a
s
s
e
,
〉
〉
に
当
た
る
。
な
お
ド
イ
ツ
の
諺
に
は
,
,
J
u
g
e
n
d
 h
a
t
 k
e
i
n
e
 T
u
g
e
n
d
,
 "
 

と
言
う
の
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の

"
"
T
u
g
e
n
d
'

は^＂＂

K
e
u
s
c
h
h
e
i
t
"
 (
貞
節
）
の
義
で
あ
り
、
広
く
""sittliche

V
 
otreffl.ichkeit'
＾
 

従
っ
て
こ
の
諺
は
孔
子
の
言
わ
れ
た
「
少
之
時
、
血
気
未
定
、
戒
之
在
色
、
」
に
当
た
る
。

る
は
、
最
後
の
「
青
少
年
は
や
っ
ぱ
り
青
少
年
だ
、
」
と
訳
さ
れ
る
と
き
の
"
B
o
y
s
 
will b
e
 b
o
y
s
,
 "
で
あ
る
。

こ
こ
に
問
題
と
な

注
D
3
3
y
o
u
t
h
,
la 
jeunesse, 
die 
J
u
g
e
n
d
,
 j
u
v
e
n
t
a
と
は
こ
れ
を
「
青
少
年
」
と
訳
し
て
お
く
が
、
人
生40歳
ま
で
の
時
期
を
言
い
（
本
文
の
英
•
仏
・
独
は
こ
の

意
味
）
、
狭
義
に
う
え
の
語
を
用
い
る
と
、

y
o
u
t
h
と
は

p
u
b
e
r
t
y
(
思
春
期
）
を
言
い
、

c
h
i
l
d
h
o
o
d
と

m
a
n
h
o
o
d
と
の
中
間
で
、
通
常
で
は
1
3
ー
2
3
歳
を
言
い
、

従
っ
て

teenagers
(
1
3
,
1
9
)
 

(
自
著
、
テ
オ
ー
リ
ア
の
真
義
と
政
治
学
（
増
補
版
）
、

1
1
1
頁
参
照
）
の
時
期
を
含
み
、
英
米
法
で
は
こ
の

p
u
b
e
r
t
y
は

adolescence

と
称
せ
ら
れ
、
男
子
14
歳
、
女
子
12
歳
か
ら
21
歳
ま
で
を
言
い
、
英
米
法
用
語
と
し
て
の

p
u
b
e
r
t
y
は
婚
姻
適
齢
期
で
男
子
14
歳
、
女
子
12
歳
を
言
い
、

j
u
v
e
n
t
a
と

は
20
歳
か
ら
40
歳
ま
で
を
言
い
、
キ
ケ
ロ

(Cicero)
も

juvenis
で
こ
の
年
齢
の
男
女
を
指
し
て
い
る
。
従
っ
て

courts,
j
u
v
g
i
l
e
 delinquency, 
juvenile 

b
o
o
k
s
 (
1
1
b
o
o
k
s
 
for 
children)
の
痴
文
の
あ
る
ほ
;
j
u
v
e
n
t
a
の
広
義
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
本
文
の

jeunesse
と
同
じ
意
味
の
他
の
文
例
。
《
Si
jeunesse 

sawait, 
si 
vieillesse 
p
o
u
v
a
i
t》
=
If 
y
o
u
t
h
 b
u
t
 k
n
e
w
`
i
f
 a
g
e
 b
u
t
 could,
若
者
に
経
験
な
く
、
老
人
に
力
な
し
。
こ
の
マ
ル
タ
ン

(
M
a
r
t
i
n
)
訳
の
「
力
」

と
は
、
む
ろ
ん
、
体
力
で
あ
り
、
《
Savoir,
c'est 
pouvoir,》
の

pouroir
で
は
な
い
。

右
の
広
義
の

y
o
u
t
h
の
う
ち

20
歳
台
と
く
に
28
歳
ま
で
を

the
p
r
i
m
e
 (
b
l
o
o
m
)
0
f
 y
o
u
t
h
と
称
し
、
そ
の
た
め
に

"
A
f
t
e
r
thirty y
o
u
t
h
 
is 
slipping 

a
w
a
y
,
"
と
言
う
慣
用
句
が
あ
る
。

つ
ぎ
に

m
i
d
d
e
age, 
l'agee 
m
o
y
e
n
,
 mittleres 
A
l
t
e
r
を
「
中
年
」
と
訳
し
て
お
く
が
、

40
歳
か
ら

60
歳
ま
で
を
言
い
、
英
国
で
第
16
世
紀
末
（
ー
1
5
9
2
)

頃

ま
で
単
に

p
r
i
m
e
(
壮
年
盛
り
）
と
言
え
ば
、
う
え
の

t
h
e
p
r
i
m
e
 of y
o
u
t
h
を
指
し
た
が
、
そ
の
後
は

m
i
d
d
l
e
a
g
e
を
指
し
、
こ
の
時
期
は
今
日
ま
た

p
r
i
m
e

o
f
 life 
(
m
a
n
h
o
o
d
)
と
称
せ
ら
れ
る
。

終
り
に
〔
old
〕
品
e＂
la
vieille謗
e
"
d
a
s
Greisenalter
は
「
老
年
」
と
訳
し
て
お
く
が
、
英
国
で
は
通
常
に
65
歳
か
ら
と
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

T
h
e
O
l
d
 A
g
e
 

P
e
n
s
i
o
n
s
 Act, 1
9
0
8

で
は
70
歳
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

T
h
o
u
g
h
a
n
 octogenarian, 
h
e
 is 
still 
hale a
n
d
 hearty,
や

a
m
a
n
 in 
g
r
e
e
n
 old 
a
g
e
 

な
ど
の
慣
用
句
が
あ
る
。

カ
タ
ル
シ
ス
政
治
史
観
の
諸
相

（
美
徳
）
を
意
味
せ
ず
、

っ
ぱ
り
青
少
年
だ
、
」

し
か
ら
ば
そ
れ
は



つ
ぎ
に
英
語
の

:
'
a
m
b
i
t
i
o
n
"
に
は
悪
い
意
味
の
野
望
と
、

じ
て
の
目
的
を
有
す
る
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
英
仏
語
の
「
志
気
」

注

D
2
本
論
文
、
前
頁
参
照
。

^
U
 

よ
い
意
味
の
大
志
の

2
義
が
あ
り
、

い
ず
れ
に
し
て
も
生
き
が
い
を
感

博
士
の
演
説
で
は
、

“̂ 

の
時
期
、
す
な
わ
ち
通
常
い
う

c
^
p
u
b
e
r
t
y
"
に
当
た
る
若
者
た
ち
ー
ー
＇
を
指
し
て
い
て
、
そ
の
点
か
ら
言
っ
て
も
「
青
年
よ
」
と
訳
す

べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
博
士
の
演
説
に
は
、
内
容
的
に
言
っ
て
、
「
青
少
年
は
や
っ
ぱ
り
青
少
年
だ
、
」
と
訳
さ
れ
る
英
国
の
諺
も
含
ま
れ

る
。
わ
た
く
し
は
か
く
理
解
す
る
。
し
か
る
に
博
士
の
名
言
は
、

日
本
に
お
い
て
極
め
て
有
名
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
単
に
「
青
年
よ
、

カ
ン
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
定
義
が
単
に
「
人
民
の
、
人
民
に
よ
る
、
人
民
の
た
め
の
政
治
」
と
訳
さ
れ
て
こ
の
訳
の
み
に
よ
っ
て
広
く
わ

が
国
に
知
ら
れ
、
こ
の
定
義
に

^
'
u
n
d
e
r
G
o
d
 "
と
言
う
重
要
な
制
約
が
付
い
て
い
る
の
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
に
通
じ
る
。

（〔
E
〕

morale,
(
F
J
 le 
m

゜ral)
に
当
た
り
ヽ
こ
の
呈
心

大
志
を
抱
け
、
」
と
の
み
訳
出
さ
れ
て
一
般
に
知
ら
れ
、
そ
こ
に
は
宗
教
的
深
さ
が
ま
っ
た
く
失
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
リ
ン

て
お
り
、
従
っ
て
そ
こ
に
は
ヘ
ー
ロ
ド
ト
ス
の

「
神
は
あ
ら
ゆ
る
尊
大
な
も
の
を
制
す
る
こ
と
を
好
む
、
」

と
言
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い

そ
こ
に

6
^
B
o
y
s
"
と
あ
る
の
は
、

つ
ぎ
に
、

第
一
七
巻
第
二
号

ク
ラ
ー
ク
博
士
の
金
言
に
及
ぶ
。
札
幌
農
学
校
（
北
海
道
大
学
の
前
身
）
初
代
の
校
長
と
し
て
北
大
の
基
礎
を
築
い
た
米
国

人
ク
ラ
ー
ク
博
士
が
任
満
ち
て
、
明
治
10
年
、
帰
国
す
る
に
際
し
、
見
送
り
の
学
生
た
ち
に
対
し
、
馬
上
か
ら
叫
ん
だ
別
れ
の
こ
と
ば
は

B
o
y
s
,
 b
e
 a
m
b
i
t
i
o
u
s
 
in 
t
h
e
 glory of G
o
d
…
（
前
掲
）

青
年
よ
、
神
の
栄
光
に
お
い
て
大
志
を
抱
け
、
人
と
し
て
あ
る
べ
き
す
べ
て
を
達
成
す
る
た
め
に
、

と
言
う
の
で
あ
っ
た
。

実
に
不
朽
の
名
言
で
あ
り
、

関
法

。

直
接
に
は
農
学
校
学
生
た
る

"
y
o
u
t
h
s
"
ー
ー
；
し
か
も
狭
義
の

6
^
y
o
u
t
h
"

―
二
（
九
六
）



含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
と
、

気
」
に
よ
っ
て
競
争

(rivalry)

が
行
な
わ
れ
る
が
、

ー
す
な
わ
ち
「
士
気
」
ー
は

そ
の

hostile 
rival 

hostile 
rivalry 
ま
た
は

f
r
i
e
n
d
l
y
rivalry
を
伴
な
う
。

の
消
減
を
目
的
と
す
る
が
ゆ
え
に
、

大
願
成
就
と
し
て
の
敵
対
競
争
者
の
消
滅
は
た
と
え
そ
れ
が
一
時
的
に
も
せ

“̂ 

よ
、
勝
ち
残
っ
た
競
争
者
を
し
て
そ
の
志
気
を
消
滅
せ
し
め
、
生
き
が
い
を
感
ぜ
し
め
な
く
な
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て

f
r
i
e
n
d
l
y

r
i
v
a
l
r
y
は
敵
対
者
を
認
め
な
い
か
ら
う
え
の
ご
と
き
志
気
消
減
が
な
い
。

注
D
a
m
b
i
t
i゚
〔
L
〕〔
a
m
b
i
(about)
＋
itio 
(going)
〕
の
語
源
的
直
訳
は
「
歩
き
ま
わ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
の
慣
用
的
意
味
は
役
職
を
求
め
る
も
の
が

gndidatus

（
白
衣

(white
toga)
を
ま
と
っ
た
も
の
の
義
）
と
し
て
合
法
的
に
努
力
す
る
こ
と
で
あ
り
、
〔
L
〕
ambitus
が
贈
賄
な
ど
非
合
法
的
方
法
で
役
職
を
求
め
る
こ
と

で
あ
る
と
区
別
さ
れ
、
こ
の
意
味
か
ら
さ
ら
に
「
派
手
好
み
」

(disire
for p
o
m
p
)
「
名
誉
心
」

(dgire
for fame)
や
「
党
派
心
」

(factiousngs)
を
意
味
し
た
。

つ
ぎ
に
英
語
の
、
悪
い
意
味
の
．
＾

ambition"
を
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル

(August
W
i
l
h
e
l
m
 v
o
n
 S
c
h
l
e
g
e
l
)

は
そ
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
訳
本

"
•
J
巳
ビ
s

Casar'^

 

に
お
い
て
"
,
Herrschsucht'^
と
訳
し
て
、
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
を
し
て
カ
ニ
サ
ル
柩
前
の
演
説
に
お
い
て
つ
ぎ
の
ご
と
く
言
わ
し
め
て
い
る
。

Ihr alle 
saht, 
w
i
e
 a
m
 L
u
p
e
r
g
s
,
F
g
t
 

Ich dreimal i
h
m
 die 
Konigskrone bot, 

Die dreimal er geweigert. 

W
a
r
 das Herrschsucht ? 

D
8
h
 Brutus sagt, 
d
a器

g
v
o
l
l
Herrschsucht war, 

U
n
d
 ist 
gewi器

ein
ehrenwerter M
a
n
n
.
 (
3
.
 
Aufzug, 2
.
 
Auftritt.) 

2
統
計
に
よ
れ
ば
、
京
大
入
学
者
の
自
殺
は
漸
次
増
加
し
て
、
昭
和
41
年
度
に
は
11
名
あ
り
、

42
年
の
京
大
入
学
式
に
は
奥
田
総
長
が
そ
れ
に
言
及
し
た
と
言
わ
れ
る
。

こ
れ
を
も
っ
て
単
に
精
神
的
過
労
に
よ
る
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
帰
す
る
の
は
当
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
の
大
部
分
は
た
と
え
よ
い
意
味
に
も
せ
よ

h8tile
rivalry
が

あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
む
ろ
ん
ク
ラ
ー
ク
博
士
の
言
の
場
合
の
＾
＾

a
m
b
i
t
i
o
u
s
"
は
善
い
意
味
で
あ
る
が
、

゜

^^
i
n
 t
h
e
 g
l
o
r
y
 o
f
 G
o
d
 "
 (
神
の
み
栄
え
の
極
に
お
い
て
）
の

6
ご

g
l
o
r
y
"
は^
＾
g
r
a
c
e
"
と
ま
っ
た
＜

カ
ク
ル
シ
ス
政
治
史
観
の
諸
相

悪
い
意
味
の

「
志
気
」

一
三
（
九
七
）

も
し
そ
こ
に
清
教
徒
的
教
訓
の
意
義
が

し
か
し
て
う
え
の

hostile
riく巴
r
y
は

は

hostile
rivalry

の
み
を
、
よ
い
意
味
の
「
志
気
」



踏
み
に
し
道
は
紅
に
染
む
|
ー
新
渡
戸
稲
造

い
に
し
へ
の
先
立
つ
人
の
あ
と
み
れ
ば

第
一
七
巻
第
二
号

の

a
m
b
i
t
i
o
n

に
は

hostile
rivalry
が
伴
な
う
。

注

D

こ
の
場
合
の

"glorỳ
：
は
＾
＾

to
give gl0ry to 
G
o
d
"
の．^

glory
"
 

(= pra窟
""adoration)
と
異
な
る
が
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
臼
・ace

of 
God
を
含
め
て
解
す
る
か
、
全
然
こ
れ
と
別
に
解
す
る
か
に
つ
い
て
説
が
別
れ
る
。

し
か
し
ク
ラ
ー
ク
博
士
の
場
合
は
、
北
大
の
前
身
た
る
日
本
の
国
立
学
校
の
創
立
当
時
の
校
長
と
し
て
の
教
育
方
針
に
従
い
キ
リ
ス
ト

教
の
宗
派
を
超
越
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
博
士
の

"
g
l
o
r
y
"
が

g
r
a
c
e
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
、
古
代

エ
ジ
プ
ト
の
名
君
、
ア
フ
・
ニ
ン
・
ア
ト
ン
（
ア
テ
ン
）
王
、
の
「
ア
フ
」
が
う
え
の

^
^
g
l
o
r
y
"

と

"
g
r
a
c
e
"

に
当
た
る
も
の
を
含

ん
で
い
た
に
通
ず
る
と
考
え
る
。
こ
の
場
合
の

a
m
b
i
t
i
o
n

に
は

f
r
i
e
n
d
l
y
rivalry
が
伴
な
う
。

注
0
古
代
ニ
ジ
プ
ト
語
（
自
著
、
正
統
政
治
学
、

77
頁
参
照
）
。

右
の
ク
ラ
ー
ク
博
士
の
サ
ッ
ボ
ロ
在
任
は
僅
か
一
ヵ
年
で
あ
っ
た
。

し
か
し
博
士
の
人
格
と
そ
の
残
し
た
名
言
の
後
世
へ
の
影
響
は
甚

大
で
あ
り
、
博
士
が
教
え
子
と
別
れ
を
惜
し
ん
だ
場
所
I

サ
ッ
ポ
ロ
か
ら
約
25
キ
ロ
離
れ
た
と
こ
ろ
ー
に
は
高
さ
3
.

6

メ
ー
ト
ル

の
記
念
碑
が
そ
の
後
に
建
て
ら
れ
て
今
日
な
お
旅
行
者
の
注
意
を
引
い
て
い
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
．
博
士
の
離
任
後
2
ヵ
月
に
し
て
札

巾“

幌
農
学
校
に
太
田
（
新
渡
戸
）
稲
造
(
1
6
)

、
内
村
鑑
一
―
-
（
17)
な
ど
が
入
学
し
た
。

注
0

(

1

8

6

2ー

1
9
3
3
)
.

法
学
博
士
、
農
学
博
士
。

1
8
7
7
年
に
札
幌
農
学
校
に
入
り
、

84
年
、
渡
米
し
て
以
来
、
在
外
研
究
し
ド
イ
ツ
を
経
て
91
年
帰
国
し
た
。
し
か
る
に
9
9

年
（
明
治
32
年
）
に
は
京
都
帝
国
大
学
法
科
大
学
が
開
設
せ
ら
れ
、
博
士
は
1
9
0
淫
千
（
明
治
36
年
）
か
ら
1
き
店
千
（
明
治
3
9
年
）

9
月
28
日
ま
で
京
都
帝
大
教
授
と
し
て

区
別
さ
れ
、
そ
の
シ
ュ
ン
厳
さ
に
よ
っ
て
「
青
少
年
は
や
っ
ぱ
り
青
少
年
だ
、
」

剛・・・

と
言
う
ほ
の
か
な
戒
め
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
場
合

関
法

四
（
九
八
）



カ
タ
ル
シ
ス
政
治
史
観
の
諸
相

（
中
略
）

ー

(
P
r
o
v
e
r
b
s
1
6
"
1
8
)
 

同
法
科
大
学
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
、
一
高
校
長
と
し
て
8
カ
年
在
職
、

13
年
、
東
京
帝
国
大
学
教
授
。
か
く
て
教
育
者
と
し
て
博
士
は
キ
リ
ス
ト
教
的
平
和
主
義

者
と
し
て
一
貫
し
、
多
大
の
感
化
を
与
え
た
。
一
方
に
お
い
て
、
2
0
年
、
国
際
連
盟
事
務
局
長
と
な
っ
た
。
ま
た
英
文
著
書
、
二
'
B
u
s
h
i
d
o
,
"
1
8
9
9

は
各
国
語
に
翻
訳

さ
れ
、
日
本
の
伝
統
的
神
士
道
を
諸
外
国
に
理
解
せ
し
め
た
。

3
(
1
8
6
1
1
1
9
3
0
)
.

札
幌
農
学
校
卒
業
後
、

1
8
8
4ー
ー

8
8

年
、
在
米
、

91
年
、
一
高
講
師
在
任
中
に
教
育
勅
語
に
対
す
る
礼
拝
を
拒
否
し
て
解
職
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
「
聖

書
之
研
究
」
を
出
版
し
て
、
無
教
会
派
の
キ
リ
ス
ト
教
指
導
者
と
し
て
、
南
原
繁
、
矢
内
原
忠
雄
、
塚
本
虎
二
の
諸
氏
に
多
大
の
感
化
を
与
え
た
。
著
書
に
全
集
2
0
巻
、

聖
書
注
解
全
集
1
7
巻
な
ど
が
あ
る
。

ソ
ボ
ク
レ
ー
ス
作
、

オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作
、

マ
ク
ベ
ス
。

ソ
ボ
ク
レ
ー
ス
の
う
え
の
悲
劇
に
お
い
て
は
ゴ
ウ
慢
な
性
格
が
い
か
な
る
運
命
を
も
破
ろ
う
と
し
て
破
滅
に
陥
り
、

(
S
h
a
k
e
s
p
e
a
r
e
)

の
マ
ク
ベ
ス

(
M
a
c
b
e
t
h
)

の
場
合
は
同
じ
性
格
が
、
大
野
心
と
い
う
形
で
自
己
に
都
合
が
よ
い
と
信
ぜ
ら
れ
る
運
命

を
あ
く
ま
で
利
用
し
よ
う
と
し
て
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
に
陥
る
。
と
も
に
そ
こ
に
は
崇
高
美
た
る
悲
壮
美
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
自

著
、
テ
オ
ー
リ
ア
の
真
義
と
政
治
学

(14
頁
ー
）
に
す
で
に
論
述
し
た
か
ら
、
こ
こ
に
こ
れ
以
上
に
及
ば
な
い
。

D
i
s
g
r
a
c
e
 g
o
e
s
 b

e
f
o
r
e
 destruction, 
a
n
d
 p
r
i
d
e
 b
e
f
o
r
e
 
m
i
s
f
o
r
t
u
n
e
,
 

V
a
y
a
d
h
a
m
m
a
 s
a
i
:
p
.
k
h
a
r
a
.

ー
ー
—

S
a
k
y
a
m
u
n
i

ギ

ャ

ク

キ

曰

ウ

キ

ョ

ウ

ゼ

ッ

獲
信
見
敬
大
慶
喜
即
横
超
戟
五
悪
趣

8

ゴ
ゥ
慢
に
関
す
る
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
教
訓

7
 

6
 

一
五
（
九
九
）

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア



頁 I 正 I 誤

234 I saip． sara ¥ samsara 

244 I sarpkhara ¥ sarp.khara 

245，注2） | 235頁 I 257頁
245 I Bodhisattva I Boddhisattva 

247,250 I avinivartaniya I avivartaniya 

248 I証 左 I証 査

249，注注g1) I 単性論 と言い、 1 単位論 と言い。

250 I Magadha I Maghada 

251 I egalite I equalite 

仏
教
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
典
に
見
る
以
上
の
名
句
に
つ
い
て
は
、
そ
の
論
述
を
別
の
機
会
に
譲
る
。

付
記
。
植
田
教
授
ご
還
暦
記
念
の
本
誌
論
文
集
に
載
せ
ら
れ
た
自
作
、

許
し
を
乞
う
。

弥
陀
仏
本
願
念
仏

ギ

ョ

ウ

―

ー

信
楽
受
持
甚
以
難

シ

ョ

ウ

ゲ

難
中
至
難
無
過
斯
|
ー
（
正
信
偶
）

ナ，

邪
見
僑
慢
悪
衆
生

関
法

第
一
七
巻
第
二
号

「
釈
尊
の
仏
教
と
近
代
デ
モ
ク
ラ
ツ
ー
」
の
正
誤
表
を
左
に
示
し
、
読
者
の
お

一
六

(
1
0
0
)




