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井
上
円
了
（
一
八
五
八
―

一
九
一
九
）
は
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
か
ら

二
〇
（
一
八
八
七
）
年
に
か
け
て
『
哲
学
一
夕
話
』
を
発
表
し
た
。
同
書
は
「
第

一
編　

物
心
両
界
の
関
係
を
論
ず
」「
第
二
編　

神
の
本
体
を
論
ず
」「
第
三
編

　

真
理
の
性
質
を
論
ず
」
に
分
け
ら
れ
、
世
界
に
お
け
る
物
と
心
の
関
係
、
神

の
存
在
、
真
理
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
中
道
の
思
想
に
よ
っ
て

論
じ
て
い
る
。
本
論
文
は
、
彼
の
中
道
哲
学
を
理
解
す
る
た
め
の
一
助
と
し

て
、
こ
の
中
か
ら
第
一
編
を
選
び
、
そ
の
記
述
内
容
を
テ
キ
ス
ト
に
沿
っ
て
読

み
解
い
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
第
一
編　

物
心
両
界
の
関
係
を
論
ず
」
で
は
世
界
に
お
け
る
物
と
心
の
関

係
、
す
な
わ
ち
「
世
界
は
な
に
に
よ
り
て
成
る
か
」（
三
四
頁
）
物
に
よ
る
の

か
心
に
よ
る
の
か
、
が
問
わ
れ
る
が
、
そ
の
要
旨
は
冒
頭
に
あ
る
「
緒
言
」（
三

五
頁
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
世
の
中
の
哲
理
を
論
じ
る

も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
主
張
が
一
方
に
僻
し
て
お
り
中
正
で
は
な
い
の
で
、
こ

こ
で
「
哲
理
の
中
道
」
を
示
す
と
い
う
。
こ
の
編
の
テ
ー
マ
は
哲
学
上
の
論
点

と
し
て
帰
す
る
と
こ
ろ
の
「
心
の
な
ん
た
る
、
物
の
な
ん
た
る
、
世
界
の
な
ん

た
る
」
で
あ
る
が
、
こ
の
論
点
と
し
て
の
僻
す
る
主
張
が
四
句
分
別
的
な
形
で

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
（
1
）「
世
界
は
物
の
み
に
し
て
心
な
し
」

と
主
張
す
る「
唯
物
論
」、（
2
）「
世
界
は
心
の
中
に
あ
り
て
そ
の
外
に
物
な
し
」

と
主
張
す
る
「
唯
心
論
」、（
3
）「
物
心
二
者
を
統
合
」
し
た
「
非
物
非
心
の
理
」

の
外
に
物
も
心
も
な
い
と
主
張
す
る
「
唯
理
論
」、（
4
）「
そ
の
理
を
離
れ
て

別
に
物
心
あ
り
」
と
す
る
主
張
（
こ
れ
は
い
わ
ば
〝
亦
物
亦
心
〞
と
言
え
よ
う
）、

の
四
種
の
主
張
で
あ
る（

1
）。

　

し
か
し
円
了
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
は
全
て
中
正
で
は
な
い
の
で
正
論
で
な
い
。

正
論
た
る
「
哲
理
の
中
道
」
と
は
、「
理
は
物
心
を
含
有
し
、
物
心
は
理
を
具

備
し
、
二
者
そ
の
別
あ
る
も
相
離
る
る
に
あ
ら
ず
。
相
離
れ
ざ
る
も
そ
の
別
な

き
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
緒
言

に
続
く
本
文
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

第
一
編
の
本
文
に
お
い
て
は
、
円
山
子
と
了
水
子
と
い
う
二
人
の
架
空
の
哲
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学
者
が
世
界
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
説
を
語
る
が
、
そ
れ
ら
は
共

に
中
正
で
な
く
僻
し
て
お
り
、
最
後
に
円
了
先
生
が
彼
ら
の
説
を
統
合
す
る
形

で
中
道
の
正
論
を
述
べ
る
、
と
い
う
流
れ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
了
水
子

は
唯
心
論
者
と
み
て
良
い
。
し
か
し
円
山
子
は
、
緒
言
の
記
述
等
か
ら
の
唯
物

唯
心
の
対
比
で
あ
れ
ば
唯
物
論
者
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
実
際
の
本
文
の
記
述

で
は
、
物
も
心
も
存
在
と
し
て
認
め
る
、
物
心
二
元
論
者
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
円
山
子
は
物
も
心
も
複
数
あ
る
と
考
え
て
い
る

が
、
了
水
子
は
た
だ
一
つ
の
心
し
か
認
め
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

円
山
子
と
了
水
子
の
対
立
は
、
物
心
二
元
論

↔

唯
心
一
元
論
、
お
よ
び
、
存
在

の
複
数

↔

唯
一
、
の
対
立
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え

た
上
で
次
に
両
者
の
主
張
を
そ
れ
ぞ
れ
見
て
い
こ
う
。

唯
心
一
元
論

　

本
文
で
は
ま
ず
了
水
子
の
主
張
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
。
彼
の
唯
心
論
は
ま

ず
「
時
間
空
間
は
人
そ
の
心
よ
り
描
き
あ
ら
わ
し
た
る
影
像
に
し
て
、
全
世
界

こ
と
ご
と
く
そ
の
心
内
に
現
存
し
、
万
物
一
と
し
て
そ
の
表
象
に
あ
ら
ざ
る
は

な
し
」（
三
六
頁
）
と
い
う
言
明
で
表
さ
れ
る
。

　

こ
の
言
明
に
つ
い
て
円
山
子
と
の
問
答
が
始
ま
る
。
円
山
子
が
こ
の
唯
心
論

の
証
明
を
求
め
た
の
に
対
し
、
了
水
子
は
物
を
色
、
声
、
香
、
味
、
触
の
五
境

―
す
な
わ
ち
、
色
形
、
音
声
、
香
り
、
味
、
触
れ
ら
れ
た
も
の
、
の
五
つ

の
感
覚
対
象
―
と
い
う
仏
教
的
な
分
類
で
捉
え
、
こ
れ
ら
が
眼
、
耳
、
鼻
、

舌
、
身
の
五
官
―
五
境
を
感
受
す
る
五
つ
の
感
覚
器
官
、
仏
教
語
と
し
て

は
「
根
」
―
に
依
存
し
て
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
五
境
す
な
わ
ち
物
は
感
覚

内
に
生
ず
る
現
象
と
す
る
。
了
水
は
ま
た
、
時
間
や
空
間
も
手
足
の
感
覚
に

よ
っ
て
知
る
、
と
し
、
物
と
同
様
に
感
覚
内
の
現
象
と
す
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
円
山
子
は
、
感
覚
は
心
と
物
の
中
間
に
あ
る
の
で
あ
り
感
覚

内
に
あ
る
と
し
て
も
心
の
内
に
あ
る
と
は
言
え
な
い
、
と
反
論
す
る
。
こ
れ
は

仏
教
の
十
八
界（

2
）に

お
け
る
識
を
踏
ま
え
た
円
了
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
官
（
根
、

感
覚
内
）
と
識
（
心
内
）
と
を
別
の
法
と
捉
え
る
考
え
で
あ
る
。
こ
の
反
論
に

対
し
て
了
水
子
は
、
声
、
色
等
の
感
覚
を
知
る
の
は
知
覚
作
用
で
あ
り
心
内
の

作
用
で
あ
る
と
答
え
る
。
こ
れ
は
官
を
識
に
依
存
す
る
も
の
と
捉
え
る
考
え
と

言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
円
山
子
は
月
を
譬
え
に
出
す
。
す
な
わ
ち
「
鏡
面
に
月
影
を

見
る
が
ご
と
し
。
鏡
面
に
そ
の
影
あ
る
は
鏡
外
に
そ
の
実
体
あ
る
に
よ
る
」（
三

八
頁
）
と
し
、
心
の
内
に
月
が
現
象
す
る
と
し
て
も
そ
の
本
体
は
心
の
外
に
あ

る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る（

3
）。

対
し
て
了
水
子
は
「
こ
れ
た
だ
、
推
想
に
属

す
る
の
み
」（
同
）
と
し
、
直
接
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
心
内
の
月
だ

け
で
あ
り
心
外
に
実
体
が
あ
る
と
い
う
考
え
は
推
測
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。
し

か
し
こ
の
辺
り
か
ら
了
水
子
の
唯
心
論
の
欠
点
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

　

円
山
子
は
こ
れ
に
対
し
て
、
心
外
に
実
体
が
あ
る
と
す
る
見
方
も
推
測
な
ら

ば
実
体
が
な
い
と
す
る
見
方
も
推
測
に
す
ぎ
な
い
、
と
反
論
す
る
が
、
了
水
子

は
、
物
が
全
て
心
内
に
あ
る
と
い
う
の
は
別
に
心
外
の
実
体
を
否
定
す
る
も
の

で
は
な
く
「
た
だ
わ
が
知
る
と
こ
ろ
の
万
物
は
心
内
の
万
物
な
り
と
い
う
に
あ

り
」（
同
）
と
答
え
る
。
こ
の
よ
う
に
心
外
の
実
体
に
対
し
て
判
断
保
留
し
て
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し
ま
っ
て
は
唯
心
の
主
張
と
し
て
は
全
く
弱
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ

れ
で
も
了
水
子
は
、
心
外
の
実
体
の
有
無
を
考
え
る
こ
と
も
心
の
作
用
な
の
で

あ
る
か
ら
心
外
に
は
物
は
な
い
、
と
、
あ
く
ま
で
も
唯
心
論
を
主
張
す
る
。
し

か
し
こ
れ
は
、
心
の
作
用
か
ら
全
て
を
捉
え
よ
う
と
す
る
唯
心
の
思
考
的
枠
組

み
で
あ
れ
ば
こ
そ
通
じ
る
論
理
で
あ
る
が
、
心
と
は
別
の
実
体
を
認
め
よ
う
と

し
て
い
る
円
山
子
に
は
全
く
通
じ
な
い
論
理
で
あ
ろ
う
。
心
外
の
実
体
が
実
際

に
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
（
存
在
）
と
そ
れ
に
つ
い
て
想
起
す
る
こ
と
（
認

識
）
と
は
、
円
山
子
に
と
っ
て
は
全
く
別
の
こ
と
で
あ
る
。

　

換
言
す
れ
ば
、
も
し
了
水
子
の
立
場
を
採
る
な
ら
ば
〝
物
〞
と
い
う
概
念
は

心
内
の
現
象
の
み
を
指
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
円
山
子
の
主
張
す
る

よ
う
な
心
外
の
実
体
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
な
る
。
可
能
性
と
し

て
、
考
え
た
り
知
っ
た
り
は
で
き
な
い
が
実
在
す
る
も
の
と
し
て
心
外
の
実
体

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
そ
れ
は
〝
物
〞
と
い
う
概
念
に
は
当
て
は
ま

ら
な
い
存
在
と
し
て
。
そ
の
よ
う
な
存
在
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
唯
心
論
は
否

定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
円
山
子
は
「
し
か
る
に
不
可
思
議
、
不
可
知

的
の
も
の
の
存
す
る
は
い
か
ん
」（
同
）
と
、
さ
ら
に
問
う
。
了
水
子
は
こ
れ

に
対
し
て
も
、
不
可
思
議
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
不
可
知
的
は
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
知
る
の
で
あ
る
か
ら
思
想
の
作
用
で
あ
る
、
と
、
あ
く

ま
で
も
心
の
作
用
か
ら
捉
え
る
思
考
的
枠
組
み
で
対
抗
す
る
が
、
こ
れ
も
円
山

子
の
立
場
か
ら
言
え
ば
存
在
と
認
識
の
混
同
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

円
山
子
は
さ
ら
に
、
そ
れ
な
ら
ば
世
界
に
は
全
て
の
物
が
現
象
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
「
一
心（

4
）」（

同
）
す
な
わ
ち
た
だ
一
つ
の
心
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
が
、

事
物
は
「
互
い
に
相
対
待（

5
）し

て
存
す
る
も
の
」（
三
九
頁
）
で
あ
っ
て
、
一
が

あ
れ
ば
多
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
同
様
に
心
が
あ
れ
ば
物
が
あ
る
は
ず
で
あ

る
、
と
し
て
多
、
物
の
存
在
を
主
張
す
る
。
こ
れ
は
、
対
立
概
念
の
相
互
依
存

性
に
基
づ
く
論
法（

6
）で

あ
り
、〝
一
〞―〝
多
〞、〝
心
〞―〝
物
〞
を
そ
れ
ぞ
れ
対
立

概
念
と
み
な
し
て
必
ず
共
に
存
在
す
る
も
の
と
し
、
一
方
の
み
の
存
在
を
否
定

し
て
い
る
。
さ
ら
に
円
山
子
は
、
了
水
子
の
説
く
と
こ
ろ
の
心
の
実
体
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
、
と
も
問
う
。
し
か
し
了
水
子
は
先
と
同
様
に
、
相
互
依
存
性

を
考
え
る
の
も
心
の
実
体
に
つ
い
て
考
え
る
の
も
全
て
心
の
作
用
な
の
で
あ
る

か
ら
心
外
に
物
は
な
い
、
と
繰
り
返
す
の
み
で
あ
る
。

　

結
局
、
了
水
子
の
説
の
持
つ
存
在
と
認
識
の
混
同
と
い
う
難
点
は
解
消
さ
れ

な
い
ま
ま
問
答
は
続
く
。
し
か
し
円
山
子
は
こ
の
点
に
つ
い
て
の
追
及
は
行
な

わ
ず
、
了
水
子
が
世
界
に
存
在
す
る
も
の
の
「
多
」、
言
い
換
え
れ
ば
「
差
別
」

を
認
め
な
い
こ
と
を
論
点
と
し
て
い
く
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
存
在
の
唯
一
と

複
数
の
対
立
と
し
て
了
水
子
と
円
山
子
の
問
答
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
円
了
の

も
く
ろ
み
で
あ
ろ
う
。

　

円
山
子
は
、
了
水
子
の
説
は
彼
我
、
空
間
、
時
間
、
神
仏
な
ど
世
界
の
あ
ら

ゆ
る
物
が
「
み
な
一
心
中
に
あ
り
て
、
そ
の
差
別
な
し
」（
同
）
で
あ
る
と
い

う
意
味
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
で
は
、
た
だ
一
つ
の
心
の
中
に
私

（
の
心
）
と
あ
な
た
（
の
心
）
の
違
い
が
あ
る
の
は
な
ぜ
か
、
一
つ
で
あ
る
は

ず
な
の
に
私
が
死
ん
で
も
あ
な
た
が
亡
く
な
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
、
あ
な
た
が
亡
く
な
っ
て
も
世
界
の
そ
の
他
の
物
は
無
く
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
、
一
つ
で
あ
る
は
ず
な
の
に
あ
な
た
が
亡
く
な
っ
て
も
時
間
も
空
間
も
存
在
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し
続
け
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
と
問
い
詰
め
る
。
こ
の
、
い
わ
ば
常
識
的
な
疑

問
に
対
し
て
了
水
子
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
唯
心
論
を
あ
く
ま
で
も
貫

く
な
ら
ば
、
わ
た
し
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
と
一
つ
で
あ
る
心
も
消
滅
す

る
こ
と
で
あ
り
世
界
は
全
て
消
滅
す
る
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
心
が
不
滅
で
あ

る
の
で
そ
れ
と
一
つ
で
あ
る
私
も
不
滅
で
あ
る
と
説
く
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る

が
、
こ
れ
は
未
だ
解
決
で
き
な
い
問
題
と
し
て
残
さ
れ
、
了
水
子
の
主
張
は
ア

ポ
リ
ア
に
陥
る
。

物
心
二
元
論
、
複
数
存
在
論

　

次
に
本
文
は
、
円
山
子
が
物
心
二
元
論
と
い
わ
ば
複
数
存
在
論
と
で
も
呼
べ

る
論
を
説
く
の
に
対
し
て
了
水
子
が
反
論
す
る
展
開
へ
と
移
る
。

　

円
山
子
は
ま
ず
「
人
を
も
っ
て
天
地
万
物
の
一
部
分
と
し
、
心
は
そ
の
部
分

中
の
一
部
分
と
す
る
」（
同
）
と
言
明
し
、
心
も
人
も
時
間
空
間
も
複
数
で
あ

り
区
別
が
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
た
だ
し
こ
の
言
明
で
は
一
見
、
心
も
物
の
一

種
で
あ
る
と
言
っ
て
お
り
唯
物
論
の
よ
う
で
あ
る
が
、
次
に
了
水
子
が
「
し
か

ら
ば
物
と
心
と
の
差
別
を
立
つ
る
や
」（
四
〇
頁
）
と
問
う
た
の
に
対
し
て
円

山
子
は
「
し
か
り
」（
同
）
と
答
え
、
心
を
物
と
は
異
な
る
も
の
と
み
な
し
て

お
り
、
唯
物
論
で
は
な
く
物
心
二
元
論
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
こ
で
次
に
は
物
と
心
の
違
い
に
つ
い
て
の
問
答
へ
と
進
む
。

　

円
山
子
は
、
大
き
さ
や
硬
さ
の
違
い
が
あ
る
も
の
を
〝
物
〞、
そ
れ
の
無
い

も
の
を
〝
心
〞
と
定
義
す
る
。
し
か
し
了
水
子
は
こ
の
定
義
自
体
は
問
題
視
せ

ず
、
物
と
心
と
を
区
別
す
る
の
は
結
局
の
と
こ
ろ
心
で
は
な
い
か
、
と
、
先
述

し
た
よ
う
な
、
存
在
と
認
識
と
を
混
同
し
た
唯
心
の
論
理
で
批
判
す
る
。
こ
の

混
同
は
大
き
な
問
題
で
あ
り
唯
心
一
元
論
の
立
場
か
ら
の
明
快
な
論
証
が
必
要

で
あ
る
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
が
、
円
了
は
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
に
は
深
入
り

せ
ず
に
円
山
子
を
押
し
黙
ら
せ
て
し
ま
い
、
こ
の
混
同
し
た
論
理
で
も
っ
て
二

元
論
者
の
不
備
を
突
い
た
も
の
と
し
て
い
る
。

　

了
水
子
は
次
に
、
物
心
に
は
初
め
か
ら
区
別
が
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
物
は
初

め
か
ら
多
に
分
か
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
い
を
発
す
る
。
彼
と
し
て
は
、

原
初
は
一
で
あ
っ
た
は
ず
と
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
問
答
に
お
い
て

は
、
現
在
は
物
が
複
数
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
了
水
子
の
本
来
の
立
場
か
ら
言
え
ば
複
数
で
あ
る
物

も
実
は
一
心
の
中
に
生
じ
る
諸
現
象
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

仮
に
円
山
子
の
言
う
と
お
り
に
物
が
現
在
は
複
数
で
あ
る
と
し
て
も
、
と
い
う

前
提
で
議
論
を
進
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
一
見
す
る

と
、
た
と
え
原
初
が
一
で
あ
っ
た
と
し
て
も
現
在
に
お
け
る
複
数
を
認
め
て
し

ま
っ
て
は
、
結
局
、
複
数
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問

が
生
じ
る
。
思
う
に
、
こ
こ
の
問
答
の
記
述
を
理
解
す
る
に
は
、
物
心
を
哲
学

的
意
味
で
の「
実
体
」、
あ
る
い
は
仏
教
哲
学
に
お
け
る「
自
性
」と
し
て
捉
え
、

さ
ら
に
空
観
的
な
「
無
自
性
」
と
し
て
世
界
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
実
体
、

自
性
と
し
て
、
つ
ま
り
他
に
よ
ら
ず
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
存
在
す
る
も
の
と
し

て
物
心
を
捉
え
よ
う
と
し
た
場
合
、
そ
れ
ら
は
他
か
ら
派
生
し
て
生
じ
た
も
の

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
現
在
は
複
数
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
原
初
が

一
で
あ
り
そ
れ
が
展
開
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
他
を
縁
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と
し
て
派
生
し
た
も
の
で
あ
り
実
体
と
し
て
の
存
在
で
は
な
い
。
円
了
は
こ
の

こ
と
を
記
述
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
具
体
的
に
こ
こ
の
問
答
を
見
て
い
こ
う
。
先
述
の
と
お
り
物
心
に
は
初

め
か
ら
区
別
が
あ
っ
た
の
か
と
了
水
子
が
問
う
た
の
に
対
し
円
山
子
は
、
あ
っ

た
、
と
答
え
、
物
が
初
め
か
ら
多
で
あ
っ
た
の
か
と
問
う
た
の
に
対
し
、
物
は

原
初
の
一
、
二
種
類
の
物
か
ら
派
生
し
た
と
思
う
が
物
と
心
と
は
初
め
か
ら
違

う
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
、
と
答
え
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
円
山
子
は
、

「
万
物
は
多
少
相
類
同
じ
た
る
性
質
を
有
す
る
も
、
物
と
心
と
は
全
く
相
反
し

た
る
性
質
を
有
す
る
を
も
っ
て
、
こ
の
二
者
は
初
め
よ
り
そ
の
差
別
あ
る
べ

し
」（
四
一
頁
）、
つ
ま
り
、
物
は
同
類
の
性
質
を
持
つ
が
物
と
心
は
全
く
相
反

す
る
性
質
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
、

〝
物
〞
は
大
き
さ
や
硬
さ
が
あ
る
も
の
で
あ
り
〝
心
〞
は
そ
れ
ら
が
無
い
も
の
、

と
い
う
彼
自
身
の
定
義
を
踏
ま
え
た
答
え
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
も
し
円
山
子
が

無
自
性
に
近
い
立
場
を
採
っ
て
い
る
な
ら
ば
現
在
の
多
な
る
物
心
は
真
の
存
在

で
は
な
く
原
初
の
一
な
る
物
心
に
帰
着
す
る
は
ず
な
の
で
、
彼
は
原
初
の
物
と

原
初
の
心
の
二
つ
の
み
を
真
の
存
在
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
い
わ
ば
唯

二
存
在
論
者
と
で
も
言
え
る
よ
う
な
位
置
付
け
に
な
る
が
、
円
了
は
こ
こ
で
そ

の
よ
う
に
は
描
い
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
段
階
で
は
円
山
子
が
存
在
を
自

性
と
し
て
捉
え
て
い
る
か
否
か
も
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
れ
は
後
の
論
述
で
彼

も
自
性
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
円
山
子

の
論
の
破
綻
の
理
由
と
な
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
円
了
は
、
円
山
子
が
物
と
心
と
が
原
初
か
ら
異
な

る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
の
に
対
し
て
、
い
や
区
別
は
付
け
ら
れ
な
い
は
ず
と

了
水
子
に
反
駁
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
了
水
子
は
ま
ず
、
心
は
人
だ
け
が
持
っ
て

お
り
動
物
や
草
木
は
持
っ
て
い
な
い
の
か
、
と
問
う
。
そ
れ
に
対
し
て
円
山
子

は
、
私
の
言
う
と
こ
ろ
の
心
は
人
だ
け
が
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
と
答
え

る
。
そ
こ
で
了
水
子
は
、
人
類
と
他
の
動
物
と
の
間
に
は
心
理
面
で
明
確
な
差

は
付
け
ら
れ
ず
、
ま
た
動
物
と
植
物
の
間
、
植
物
と
無
機
物
の
間
も
明
確
に
区

分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
人
が
心
を
持
つ
な
ら
ば
動
物
も
植
物
も
無
機

物
も
そ
れ
ぞ
れ
多
少
の
心
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
、
従
っ
て
物
と
心
の
区

別
が
初
め
か
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
い
、
と
論
じ
る
。
こ
れ
は
進
化
論
的
な
生
物

学
の
理
解
で
あ
る
が
、
進
化
論
的
な
生
物
の
捉
え
方
は
物
の
変
化
を
縁
起
と
し

て
捉
え
る
仏
教
的
世
界
理
解
に
適
っ
た
も
の
と
し
て
円
了
は
み
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
の
了
水
子
の
説
は
つ
ま
り
、
心
も
生
物
の
進
化
の
過
程
で
物
（
身

体
）
の
変
化
に
伴
っ
て
展
開
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
物
と
明
確
に
分
け
る
こ

と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
も
、
物
と

心
と
の
縁
を
主
張
し
て
互
い
の
無
自
性
を
説
い
た
空
観
的
思
想
で
あ
る
と
言
え

る
。

　

了
水
子
は
こ
の
次
に
、
地
球
の
歴
史
を
考
え
る
と
太
古
に
は
人
類
は
存
在
し

な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
円
山
子
が
主
張
す
る
よ
う
に
複
数
の
心
が
初

め
か
ら
存
在
す
る
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
、
と
言
う
。
こ
の
論
駁
は
、
先
に

記
し
た
と
お
り
、
物
心
に
は
初
め
か
ら
区
別
が
あ
っ
た
の
か
と
の
問
い
に
対
し

円
山
子
が
、
あ
っ
た
、
と
答
え
た
こ
と
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
返
答
に
よ
っ
て
円
山
子
は
心
が
太
古
か
ら
不
滅
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い



七
四

る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
彼
に
よ
れ
ば
人
類
特
有
で
あ
る

は
ず
の
複
数
の
心
が
人
類
誕
生
以
前
に
も
あ
っ
た
と
す
る
の
は
お
か
し
い
で
は

な
い
か
、
と
突
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
円
山
子
は
答
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

　

そ
こ
で
了
水
子
は
さ
ら
に
、
人
が
身
体
的
も
心
的
に
も
区
別
が
あ
る
の
は
五

十
年
と
い
う
極
め
て
短
い
時
間
、
五
尺
と
い
う
極
め
て
小
さ
い
空
間
の
間
だ
け

で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
無
限
の
時
間
、
空
間
に
お
い
て
は
あ
な
た
と
私
と
の
区

別
は
な
い
で
は
な
い
か
、
と
言
う
。
そ
れ
に
対
し
て
円
山
子
は
、
私
が
死
ん
で

心
が
こ
の
世
か
ら
去
っ
て
も
行
く
場
所
が
あ
り
、
あ
な
た
が
生
ま
れ
て
心
が
こ

の
世
に
来
る
時
も
そ
れ
ま
で
に
い
た
場
所
が
あ
る
、「
そ
の
未
だ
生
ま
れ
ざ
る

に
当
た
り
て
、
す
で
に
余
と
子
と
の
差
別
あ
り
て
存
し
、
そ
の
死
す
る
も
彼
我

の
差
別
永
く
滅
す
る
に
あ
ら
ず
」（
四
二
頁
）
と
答
え
る
。
つ
ま
り
、
生
ま
れ

る
前
も
死
ん
だ
後
も
人
の
心
は
そ
れ
ぞ
れ
消
滅
す
る
こ
と
な
く
ど
こ
か
に
存
在

し
て
い
る
、
と
円
山
子
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
円
了
は
円
山
子

を
、
個
々
の
い
わ
ゆ
る
霊
魂
の
存
在
を
認
め
る
立
場
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と

が
分
か
る（

7
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
了
水
子
は
、
生
前
や
死
後
の
世
界
は
想
像
に
過
ぎ
な
い
、
ど

う
し
て
生
前
死
後
に
わ
た
っ
て
個
々
の
心
が
別
々
に
存
在
し
て
い
た
と
分
か
る

の
か
、
と
問
う
が
、
円
山
子
は
こ
の
、
生
前
死
後
の
世
界
に
対
す
る
問
い
に
直

接
答
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
あ
な
た
と
私
の
ど
ち
ら
か
し
か
い
な
い
時
で
も
別

の
人
と
は
区
別
が
あ
り
、
人
類
が
絶
滅
し
た
後
で
も
動
植
物
の
間
で
区
別
が
あ

る
は
ず
で
あ
る
、
と
、
こ
の
世
界
に
常
に
複
数
の
生
物
が
い
る
と
い
う
理
由
で

か
わ
そ
う
と
す
る
の
み
で
あ
る
。
思
う
に
、
自
性
と
し
て
存
在
す
る
恒
久
的
な

も
の
の
み
を
真
の
存
在
と
み
な
す
考
え
は
両
者
の
共
通
事
項
と
な
っ
て
お
り
、

従
っ
て
円
山
子
が
複
数
の
心
が
存
在
す
る
と
主
張
す
る
た
め
に
は
原
初
か
ら
複

数
の
心
が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
万
物
の
生
成
変
化
と
い
う
事

実
に
答
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
も
し
も
、
生
成
変
化
し
た
も

の
を
存
在
と
し
て
認
め
る
立
場
に
立
て
ば
、
円
山
子
は
心
の
原
初
に
お
け
る
状

態
に
つ
い
て
語
る
必
要
は
な
く
な
り
、
物
と
心
が
複
数
あ
る
現
在
の
状
態
を
言

え
ば
彼
の
複
数
存
在
論
は
成
り
立
つ
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
真
の
存
在
に
つ

い
て
了
水
子
と
同
じ
立
場
（
仏
教
的
立
場
と
言
っ
て
よ
い
）
に
立
つ
以
上
、
円

山
子
も
ま
た
そ
れ
が
恒
久
的
で
あ
る
こ
と
を
論
証
せ
ざ
る
を
得
ず
、
い
つ
の
時

代
で
も
何
か
複
数
の
生
物
が
い
た
は
ず
で
あ
る
、
と
苦
し
い
説
明
を
す
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
説
明
は
、
宇
宙
は
物
も
心
も
区
別
が
無
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
生

成
変
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
将
来
は
ま
た
全
て
が
滅
び
る
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
の
時
に
は
複
数
の
物
心
は
存
在
し
得
ず
無
差
別
の
世
界
に
な
る
で
あ
ろ

う
、
と
い
う
了
水
子
の
論
駁
に
よ
っ
て
完
全
に
成
り
立
た
な
く
な
る
。
了
水
子

の
言
う
宇
宙
の
変
化
は
「
生
住
滅
」
と
い
う
仏
教
的
世
界
観
そ
の
も
の
で
あ
る

が
、
全
て
の
物
心
が
消
滅
す
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
け
れ
ば
円
山
子
の
説
が

説
得
力
を
持
た
な
く
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
円
山
子
は
こ
こ
で
遂
に
、

こ
れ
は
ま
だ
論
究
で
き
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
、
と
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る

の
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
し
て
了
水
子
の
唯
心
一
元
論
と
円
山
子
の
物
心
二
元
論
、
複

数
存
在
論
が
共
に
ア
ポ
リ
ア
に
陥
っ
た
た
め
、
二
人
は
そ
の
解
決
を
円
了
先
生

に
求
め
る
（
本
論
で
は
、
著
者
で
あ
る
井
上
円
了
を
「
円
了
」、
登
場
人
物
で

あ
る
円
了
先
生
を
「
先
生
」
と
区
別
す
る
）。
こ
こ
か
ら
円
了
の
説
く
「
哲
理

の
中
道
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

　

先
生
は
ま
ず
、
両
者
は
差
別
か
無
差
別
か
と
い
う
一
方
の
理
の
み
を
み
て
全

体
を
見
て
お
ら
ず
、
共
に
一
方
に
僻
し
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
両
論
の
対

立
が
生
じ
る
の
は
差
別
で
あ
る
も
の
と
無
差
別
で
あ
る
も
の
と
が
異
な
っ
て
い

る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
了
水
子
の
説
く
唯
一
無
差
別
の
心
と
円
山

子
の
説
く
複
数
の
差
別
あ
る
心
と
は
実
は「
二
者
そ
の
体
同
一
な
り
」（
四
三
頁
）

と
言
う
。

　

そ
の
譬
え
と
し
て
先
生
は
、
あ
る
一
つ
の
物
に
表
と
裏
と
が
あ
る
よ
う
な
も

の
だ
、
と
言
う
。
つ
ま
り
、
あ
る
物
の
表
と
裏
の
区
別
を
見
れ
ば
そ
の
物
の
中

に
差
別
を
見
出
す
が
そ
の
全
体
を
み
れ
ば
一
つ
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で「
物
」と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
お
り
こ
れ
ま
で
の
論
争
に
出
て
き
た〝
物
〞

の
概
念
と
の
整
合
性
を
問
う
と
話
が
難
し
く
な
る
が
、
こ
こ
は
あ
く
ま
で
も
譬

え
話
で
あ
る
の
で
厳
密
に
考
え
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
譬
え

は
後
に
語
ら
れ
る
円
了
の
世
界
観
を
理
解
す
る
上
で
役
に
立
つ
も
の
と
思
わ
れ

る
。

　

今
、
了
水
子
の
説
く
唯
一
の
心
と
円
山
子
の
説
く
複
数
の
心
と
の
同
一
性
を

述
べ
た
の
に
続
い
て
、
次
に
は
、
円
山
子
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
物
と

心
と
の
関
係
も
、
同
様
に
表
裏
の
関
係
で
あ
り
、
自
他
の
差
別
は
あ
る
が
そ
の

体
は
も
と
も
と
一
つ
で
あ
っ
て
差
別
は
な
い
、
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

物
心
に
差
別
が
あ
り
か
つ
無
差
別
で
あ
る
と
い
う
あ
り
方
を
円
了
は
「
哲
理
の

妙
致
」（
四
四
頁
）
と
表
現
す
る
。

　

こ
の
妙
致
に
照
ら
せ
ば
、
無
差
別
の
論
は
差
別
の
論
に
入
り
、
差
別
の
論
は

無
差
別
の
論
に
入
り
、
結
局
論
理
は
回
っ
て
際
限
の
な
い
も
の
と
な
る
。
従
っ

て
、
了
水
子
の
無
差
別
の
論
も
円
山
子
の
差
別
の
論
も
一
理
あ
る
の
で
あ
り
、

両
者
の
説
が
合
わ
さ
っ
て
完
全
な
道
理
と
な
る
、
と
先
生
は
説
く
。
こ
の
完
全

な
道
理
を
円
了
は
「
円
了
の
全
道
」
ま
た
は
「
円
了
の
道
」（
同
）
と
呼
ぶ
。

こ
こ
で
言
う
道
は
、「
諸
説
諸
理
の
回
帰
す
る
と
こ
ろ
に
し
て
、
道
理
の
円
満

完
了
す
る
と
こ
ろ
」（
同
）
つ
ま
り
、
全
て
の
論
理
が
最
終
的
に
包
摂
さ
れ
る

完
全
な
道
理
、
と
い
っ
た
意
味
で
あ
り
、
老
荘
的
な
根
源
的
本
体
を
示
し
て
い

る
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
円
了
は
、
彼
の
中
道
の
哲
学
か
ら
導
き

出
さ
れ
る
真
の
世
界
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
全
て
の
論
理
が
包
摂
さ
れ

る
も
の
と
し
て
語
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
円
山
子
が
、
一
見
す
る
と
世
界
に
は
差
別
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
無
差

別
を
知
る
こ
と
は
で
き
ず
、
深
く
追
究
し
て
初
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は

な
ぜ
か
、
と
問
う
た
の
に
対
し
、
先
生
は
、
差
別
は
表
面
に
あ
り
無
差
別
は
裏

面
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
答
え
る
。
こ
れ
は
先
述
の
譬
え
に
基
づ
く
回
答
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
回
答
に
よ
っ
て
、
譬
え
の
中
に
あ
る
表

裏
と
い
う
表
現
が
単
な
る
反
対
面
の
意
味
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
顕
現
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し
て
い
る
も
の
と
隠
れ
て
い
る
も
の
、
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る（

8
）。

次
に
来
る
先
生
の
論
述
も
こ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

次
に
再
び
、
太
古
に
は
差
別
が
無
く
現
在
は
差
別
が
あ
る
の
は
な
ぜ
か
、
と

問
わ
れ
た
の
に
対
し
先
生
は
、
差
別
と
無
差
別
と
は
常
に
並
列
し
て
存
在
す
る

も
の
な
の
で
太
古
に
も
差
別
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
太
古
に
は
無
差
別
が
表

面
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
言
う
。
そ
の
説
明
と
し
て
先
生
は
、「
太
古
、

物
心
未
だ
分
か
れ
ざ
る
と
き
に
当
た
り
て
は
万
物
無
差
別
な
れ
ど
も
、
そ
の
無

差
別
の
中
に
差
別
を
含
有
す
る
を
も
っ
て
、
そ
の
体
開
発
し
て
今
日
の
差
別
の

諸
境
を
現
ず
る
に
至
り
、
今
日
の
差
別
の
裏
面
に
無
差
別
を
携
帯
す
る
を
も
っ

て
、
他
日
そ
の
体
回
転
し
て
世
界
滅
亡
の
期
に
至
ら
ば
、
無
差
別
の
表
面
を
示

す
に
至
る
べ
し
」（
四
五
頁
）
と
述
べ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
円
了
の
考
え

る
世
界
の
変
化
は
生
住
滅
と
い
う
仏
教
思
想
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
こ
こ
で
太
古
に
お
い
て
「
無
差
別
の
中
に
差
別
を
含
有
す
る
」
と
い
う
の

は
、
ま
だ
生
の
以
前
に
は
現
実
性
と
し
て
は
無
差
別
の
状
態
が
顕
現
し
て
い
る

が
可
能
性
と
し
て
差
別
の
状
態
が
隠
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
が
差
別
が
現
実
性
と
し
て
顕
現
し
て
い
く
こ
と
で
現
在
の
状
態
と

な
っ
た
が
、
今
度
は
無
差
別
が
可
能
性
と
し
て
隠
さ
れ
て
あ
る
た
め
、
い
ず
れ

ま
た
無
差
別
が
顕
現
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
世
界
観
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
世
界
の
無
差
別
の
状
態
が
差
別
の
状
態
と
な
り
ま
た
無

差
別
の
状
態
へ
と
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
円
了
は
「
世
界
の
大
化
」（
同
）
と

呼
ん
で
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
世
界
の
大
化
の
原
理
と
な
る
も
の
は
無
始
無
終
、
不
生
不
滅

で
あ
っ
て
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
、
と
し
、
そ
の
不
滅
の
理
体
を「
円
了
の
体
」

（
同
）
と
円
了
は
呼
ぶ
。
ま
た
、
こ
の
体
が
差
別
と
無
差
別
と
を
共
に
含
み
、

そ
の
一
方
が
顕
現
し
一
方
が
隠
さ
れ
る
と
い
う
変
化
が
回
転
し
て
続
い
て
い

く
、
そ
の
作
用
を
「
円
了
の
力
」（
同
）
と
言
う
。
そ
し
て
、
こ
の
円
了
の
体

と
円
了
の
力
と
に
先
に
挙
げ
た
円
了
の
道
を
加
え
、
こ
れ
ら
を「
円
了
の
三
性
」

と
す
る
と
い
う
。
こ
の
三
性
の
関
係
は
、「
体
は
内
に
備
わ
る
実
性
な
り
、
力

は
外
に
発
す
る
作
用
な
り
、
こ
の
体
と
力
と
の
関
係
を
示
す
も
の
こ
れ
を
道
と

す
」（
同
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
円
了
と
は
、
い

う
ま
で
も
な
く
大
乗
仏
教
、
特
に
如
来
蔵
思
想
で
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の「
真
如
」

で
あ
ろ
う
。
円
了
の
体
、
円
了
の
力
は
そ
れ
ぞ
れ
い
わ
ゆ
る
体
用
の
論
理
で
語

ら
れ
る
真
如
の
体
、
用
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。
円
了
の
道
が
「
体
と
力
と
の
関

係
を
示
す
」
と
い
う
の
は
、
先
述
の
よ
う
に
円
了
の
道
と
は
差
別
と
無
差
別
が

表
裏
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
道
理
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
静
的
に
捉
え

ら
れ
る
体
が
実
は
動
的
な
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
示
す
道
理
と
い
う

意
味
で
「
体
と
力
と
の
関
係
を
示
す
も
の
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
れ
ら
三
性
は
、
体
（
内
）
―
道
―
力
（
外
）、
と
い
う
形
で
一
つ
で
あ

る
の
で
、
こ
れ
を
「
三
性
一
致
の
妙
理
」（
同
）
と
呼
ぶ
と
い
う
。

　

以
上
の
円
了
の
三
性
に
つ
い
て
の
記
述
が
こ
の
第
一
編
の
中
心
で
あ
る
と

言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
は
こ
れ
を
受
け
て
の
問
答
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
円
了
の
三
性
は
深
遠
で
測
り
難
い
の
に
自
分
の
よ
う
な
も
の
が
三
性

一
致
の
妙
理
を
味
わ
う
こ
と
は
で
き
る
の
か
、
と
い
う
了
水
子
の
問
い
に
対
し

て
先
生
は
、
あ
な
た
の
体
、
力
、
道
が
す
な
わ
ち
円
了
の
体
、
力
、
道
で
あ
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り
、
あ
な
た
自
身
が
円
了
な
の
だ
、
と
答
え
る
。
そ
の
理
由
は
、
無
差
別
の
上

か
ら
見
れ
ば
個
人
も
円
了
も
同
一
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ

れ
は
、
個
人
が
既
に
差
別
上
の
存
在
と
言
え
、
従
っ
て
差
別
上
か
ら
見
る
場
合

の
疑
問
な
の
で
、
こ
こ
で
無
差
別
上
の
見
解
を
説
く
だ
け
で
は
理
解
が
難
し
い

で
あ
ろ
う
。
先
生
は
こ
こ
で
、
あ
な
た
の
心
は
世
界
の
一
部
で
あ
る
が
そ
の
心

の
中
に
世
界
を
包
含
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
と
説
明
す
る
が
、
こ
れ

は
あ
え
て
差
別
上
の
説
明
を
比
喩
に
よ
っ
て
行
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

先
の
無
差
別
上
に
よ
る
説
明
と
は
異
な
る
説
明
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
や

は
り
分
か
り
に
く
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

続
い
て
円
山
子
が
、
我
々
人
間
が
三
性
一
致
の
妙
理
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

な
ら
ば
、
同
じ
く
円
了
と
同
一
体
で
あ
る
動
物
や
山
川
草
木
も
知
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
、
と
問
う
の
に
対
し
先
生
は
、
差
別
の
上
か
ら
み
れ
ば
人
獣
草
木
の

間
に
も
人
類
の
中
に
も
賢
愚
の
差
別
が
あ
る
の
で
同
様
に
知
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
下
等
な
も
の
も
後
に
円
了
の
力
に
よ
っ
て
高
等
の
地
位
に
転
じ
る
こ
と

で
知
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
説
明
す
る
。
こ
れ
は
六
道
輪
廻
や
修
行
の
階
位
と

い
っ
た
仏
教
教
義
を
そ
の
ま
ま
踏
ま
え
た
説
明
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
修

行
の
実
践
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
中
道
、
円
了
と
い
う
、
円
了
が
言
う
と
こ

ろ
の
「
純
正
哲
学
」（
三
四
頁
）
に
は
必
ず
し
も
必
要
な
記
述
で
は
な
い
と
思

わ
れ
る
。

　

最
後
に
円
了
は
先
生
に
、
円
了
の
体
は
常
に
回
転
し
つ
づ
け
る「
一
大
活
物
」

（
四
七
頁
）
で
あ
る
、
し
か
し
そ
れ
は
他
の
も
の
に
よ
っ
て
活
動
す
る
の
で
は

な
く
、「
自
発
自
存
、
独
立
独
行
」（
同
）
で
あ
る
、
と
言
わ
せ
、
そ
の
あ
り
方

を
「
滅
す
る
が
ご
と
く
に
し
て
あ
え
て
滅
せ
ず
」「
満
つ
る
が
ご
と
く
に
し
て

か
え
っ
て
虚
し
く
」（
同
）な
ど
の
矛
盾
的
表
現
で
語
ら
せ
、
こ
の
編
を
し
め
る
。

こ
れ
は
、
分
節
化
、
差
別
化
を
本
質
と
す
る
言
語
に
よ
っ
て
は
本
来
表
現
で
き

な
い
円
了
（
真
如
）
を
、『
老
子
』
や
仏
典
で
よ
く
用
い
ら
れ
後
に
鈴
木
大
拙

が
「
即
非
の
論
理
」
と
名
付
け
る
こ
と
と
な
る
矛
盾
的
表
現
に
よ
っ
て
最
後
に

ま
と
め
た
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

結

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
円
了
は
、
無
差
別
的
世
界
観
と
差
別
的
世
界
観
と
い

う
一
方
に
僻
し
た
主
張
を
統
合
す
る
た
め
に
中
道
の
思
想
を
使
用
し
、
円
了

（
真
如
）
を
導
き
出
し
た
。
今
回
読
み
解
い
た
と
こ
ろ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、

彼
の
論
じ
る
中
道
は
、
Ａ
で
も
あ
り
非
Ａ
で
も
あ
る
（
亦
Ａ
亦
非
Ａ
）、
と
い

う
意
味
合
い
が
強
い
。
こ
れ
は
、
否
定
的
要
素
の
強
い
イ
ン
ド
中
観
哲
学
的
な

中
道
概
念
と
は
異
な
り
、
や
は
り
中
国
、
日
本
仏
教
思
想
的
で
あ
る
と
言
え
る

で
あ
ろ
う（

9
）。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
如
来
蔵
思
想
的
な
円
了
（
真
如
）
を
彼
の
哲
学

の
中
心
と
し
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
円
了
の
哲
学
が
具

体
的
に
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
か
は
さ
ら
に
『
哲
学
一
夕
話
』
の
他
の

編
及
び
彼
の
他
の
著
作
を
読
む
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
今
後
の
課
題
で
あ

る
。
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注
（
1
）　

円
了
自
身
が
四
句
分
別
と
明
記
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
四
種
に
区
分
さ
れ

て
い
る
も
の
を
あ
く
ま
で
も
筆
者
が
便
宜
的
に
そ
う
呼
ん
だ
ま
で
で
あ
る
。
厳
密

に
言
え
ば
こ
こ
の
記
述
は
そ
れ
に
は
当
ら
な
い
。
し
か
し
円
了
も
四
句
分
別
を
踏

ま
え
た
上
で
、
し
か
も
厳
密
に
言
え
ば
そ
れ
に
は
当
ら
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
た
上

で
こ
こ
の
記
述
を
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
四
句
分
別
の
形
式
を
厳
密
に
踏
ま
え
て

言
え
ば
、「
唯
物
」「
唯
心
」「
亦
物
亦
心
」「
非
物
非
心
」
の
順
に
な
る
で
あ
ろ
う

し
、
こ
こ
で
の
「
そ
の
理
を
離
れ
て
別
に
物
心
あ
り
」
の
意
味
は
〝
物
も
心
も
あ

る
〞
で
あ
る
が
、
通
常
の
四
句
分
別
の
形
式
で
あ
る
「
亦
物
亦
心
」
で
あ
れ
ば
〝
物

で
も
心
で
も
あ
る
〞
の
意
と
な
る
。

（
2
）　

眼
、
耳
、
鼻
、
舌
、
身
に
意
（
心
の
拠
り
所
と
な
る
器
官
）
を
加
え
た
六
根
に

そ
れ
ぞ
れ
色
、
声
、
香
、
味
、
触
、
法
の
六
境
が
対
応
し
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
対

応
そ
れ
ぞ
れ
に
心
の
認
識
作
用
と
し
て
眼
識
、
耳
識
、
鼻
識
、
舌
識
、
身
識
、
意

識
の
六
識
を
立
て
る
も
の
。

（
3
）　

こ
の
箇
所
、
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
選
集
版
で
は
編
集
上
の
都
合
に
よ
り
改
行
さ
れ

る
べ
き
所
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
に
よ
り
円
山
子
の
言
か
了

水
子
の
言
か
が
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
が
、
文
脈
か
ら
判
断
し
て
円
山
子
の

言
で
あ
ろ
う
。
こ
の
箇
所
を
含
め
同
様
の
不
備
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
『
哲
学
一
夕

話
』
の
こ
の
選
集
版
の
中
に
は
幾
つ
か
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
ま
と
め
て
挙
げ
て
お

き
た
い
。

・
三
七
頁
一
六
行　
「
か
く
の
ご
と
く
解
釈
し
て
不
可
な
る
こ
と
な
し
。」
了
水
子

の
言

 

「
果
た
し
て
し
か
ら
ば
余
、」
以
下　

円
山
子
の
言

・
三
九
頁
一
〇
行 

「
し
か
り
。」
了
水
子
の
言

 

「
果
た
し
て
し
か
ら
ば
余
」
以
下　

円
山
子
の
言

・
四
〇
頁
二
行 

「
し
か
り
。」
円
山
子
の
言

 

「
い
ず
れ
の
点
を
も
っ
て
そ
の
差
別
を
立
つ
る
や
。」
了
水
子

の
言

・
四
〇
頁
一
三
行 

「
有
り
。」
円
山
子
の
言

 

「
し
か
ら
ば
今
日
、」
以
下　

了
水
子
の
言

・
五
六
頁
九
行 

「
し
か
り
。」
円
東
子
の
言

 

「
果
た
し
て
し
か
ら
ば
、」
以
下　

了
西
子
の
言

・
五
六
頁
一
五
行 

「
し
か
り
。」
円
東
子
の
言

 

「
な
に
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
知
る
や
。」
了
西
子
の
言

・
六
三
頁
一
四
行 

「
し
か
り
。」
了
北
子
の
言

 

「
果
た
し
て
し
か
ら
ば
余
、」
以
下　

円
東
子
の
言

　
　
　

ち
な
み
に
後
に
出
版
さ
れ
た
『
哲
学
一
朝
話
』
の
選
集
版
に
も
一
箇
所
、
お
そ

ら
く
改
行
す
べ
き
で
あ
ろ
う
箇
所
が
あ
る
の
で
、
参
考
ま
で
に
挙
げ
て
お
き
た

い
。
テ
キ
ス
ト
は
『
哲
学
一
夕
話
』
と
同
じ
く
『
井
上
円
了
選
集　

第
一
巻
』。

・
二
七
六
頁
八
行 

「
果
た
し
て
し
か
ら
ば
、」
よ
り
行
末
「
あ
た
わ
ざ
る
や
。」

ま
で　

諸
子
の
言

　
　
　
　
　

九
行 

「
否
、」
以
下　

再
び
先
生
の
言

　
　

た
だ
し
、
以
上
は
あ
く
ま
で
も
筆
者
の
判
断
で
あ
る
。

（
4
）　
「
一
心
」
は
、『
華
厳
経
』『
大
乗
起
信
論
』
な
ど
に
現
れ
、
そ
こ
で
は
真
如
、

如
来
蔵
心
を
意
味
す
る
重
要
な
用
語
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
と
は
意
味
が
異

な
り
、
唯
心
論
者
の
説
く
と
こ
ろ
の
心
と
し
て
否
定
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）　
「
対
待
」
は
テ
キ
ス
ト
の
ま
ま
。
底
本
を
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
あ
る
い
は

「
対
峙
」
の
意
で
あ
ろ
う
か
。

（
6
）　

私
見
で
は
こ
の
論
法
は
『
荘
子
』
斉
物
論
篇
に
あ
る
方
生
之
説
の
発
展
と
み
ら

れ
る
。
詳
し
く
は
筆
者
の
既
出
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
例
え
ば
、
拙
稿
「
僧
肇

『
不
真
空
論
』
に
み
ら
れ
る
中
国
的
思
惟
」（『
比
較
思
想
研
究
』
三
二
、
二
〇
〇
六
）

八
七
―

八
八
頁
。

（
7
）　

霊
魂
の
存
在
は
一
般
に
唯
物
論
に
お
い
て
は
否
定
さ
れ
る
。
こ
こ
を
み
て
も
円

山
子
が
唯
物
論
者
と
し
て
は
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

（
8
）　

こ
の
、
顕
現
し
て
い
る
も
の
と
隠
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
哲
学

的
考
察
に
つ
い
て
は
参
考
文
献
中
の
井
上
（
二
〇
〇
三
）
論
文
を
参
照
の
こ
と
。

（
9
）　

す
な
わ
ち
、
円
了
の
中
道
で
は
四
句
分
別
に
お
け
る
双
亦
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
詳
し
く
は
述
べ
な
い
が
、
私
見
で
は
イ
ン
ド
中
観
派
の
思
想
で
は



『
哲
学
一
夕
話
』
第
一
編
に
み
ら
れ
る
井
上
円
了
の
中
道
哲
学

七
九

双
亦
も
ま
た
否
定
さ
れ
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
中
観
派
の
論
が
あ

く
ま
で
も
ダ
ル
マ
の
実
有
の
否
定
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
仮
説
で
あ
る
が
、
双
亦

が
肯
定
的
に
語
ら
れ
る
の
は
主
に
中
国
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う

か
。

テ
キ
ス
ト

井
上
円
了
『
哲
学
一
夕
話
』（『
井
上
円
了
選
集
』
第
一
巻
（
東
洋
大
学　

一
九
八
七
）
版
）

参
考
文
献

池
田
英
俊
「
井
上
円
了
の
近
代
仏
教
論
と
慈
善
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
四
九
―

二
、
二

〇
〇
一
）

井
上
克
人
『
露
現
と
覆
蔵
―
現
象
学
か
ら
宗
教
哲
学
へ
―
』
関
西
大
学
出
版
部　

二

〇
〇
三

小
林
忠
秀
「
井
上
円
了
の
「
哲
学
」」（
高
木
宏
夫
編
『
井
上
円
了
の
思
想
と
行
動
』（
東
洋

大
学　

一
九
八
七
）
所
収
）

清
水　

乞
「
初
期
著
作
に
み
ら
れ
る
井
上
円
了
の
東
・
西
哲
学
の
対
比
」（
清
水
乞
編
著
『
井

上
円
了
の
学
理
思
想
』（
東
洋
大
学
井
上
円
了
記
念
学
術
振
興
基
金　

一
九
八
九
）
所
収
）

田
村
晃
祐
「
井
上
円
了
と
村
上
専
精
―
統
一
的
仏
教
理
解
へ
の
努
力
―
」（『
印
度
学

仏
教
学
研
究
』
四
九
―

二
、
二
〇
〇
一
）

　
「
円
了
の
「
中
」
と
満
之
の
「
中
」」（『
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
』
一
〇
、
二
〇
〇
一
）

西　

義
雄
「
学
祖
の
建
学
精
神
た
る
真
如
観
と
妖
怪
学
―
井
上
円
了
の
哲
学
理
想
―
」

（
清
水
乞
編
著
『
井
上
円
了
の
学
理
思
想
』（
東
洋
大
学
井
上
円
了
記
念
学
術
振
興
基

金 

一
九
八
九
）
所
収
）

新
田
義
弘
「
井
上
円
了
の
現
象
即
実
在
論
―
『
仏
教
活
論
』
か
ら
『
哲
学
新
案
』
へ
―
」

（
斉
藤
繁
雄
編
著
『
井
上
円
了
と
西
洋
思
想
』（
東
洋
大
学
井
上
円
了
記
念
学
術
振
興
基

金　

一
九
八
八
）
所
収
）

針
生
清
人
「
解
説
」（『
井
上
円
了
選
集
』
第
一
巻
（
東
洋
大
学　

一
九
八
七
）
所
収
）



八
〇

Inoue Enryō’s Philosophy of the Middle Way 

in the First Chapter of His Tetsugaku Issekiwa

OGURA Akihiro

 Based on the philosophy of the Middle Way, Inoue Enryō (1858‒1919) argued 

the relations between things and minds of the world. Focusing on the fi rst chapter 

of his Tetsugaku Issekiwa, this paper attempts to interpret his concept of the 

Middle Way.

 It is self-evident that there are different perceptions about fundamental 

principles of the world such as idealistic monism, dualism, and pluralism. According 

to Inoue, however, none of them are the truth. All these perceptions are embraced 

in the philosophy of the Middle Way. In this realisation of the Middle Way which is 

represented by the “A and non-A” logic, those perceptions are considered the 

same. 

 Consequently, Inoue advocated a fundamental principle enryō 円了 which is a 

synonym for shin’nyo 真如 in Buddhism.


