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は
じ
め
に

物
理
学
者
で
あ
る
マ
ー
ミ
ン
（N

. D
avid M

erm
in

）
の
書
い
た
著
書
は
、

私
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
メ
ッ
ツ
の
大
フ
ァ
ン
だ
。
メ
ッ
ツ
の
試
合
が
あ
る

日
は
、何
が
何
で
も
テ
レ
ビ
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
な
ぜ
っ

て
？　

私
が
テ
レ
ビ
に
向
か
っ
て
応
援
す
れ
ば
、
メ
ッ
ツ
が
勝
て
る
気

が
す
る
か
ら
だ（

１
）。

と
始
ま
り
、
続
い
て
、

私
が
テ
レ
ビ
に
向
か
っ
て
念
じ
た
と
こ
ろ
で
投
球
や
打
球
に
影
響
を
及

ぼ
せ
る
は
ず
が
な
い
こ
と
は
、
頭
で
は
わ
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
心
の

奥
底
で
は
、
テ
レ
ビ
を
見
て
い
た
方
が
メ
ッ
ツ
が
勝
つ
と
感
じ
て
い
る

ん
だ
。

そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
あ
な
た
が
家
で
何
を
し
よ
う
と
野
球
の

試
合
に
は
何
ら
影
響
し
な
い（

２
）。

と
し
て
、
そ
う
思
う
の
が
常
識
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
を
「
野
球
原
理
」
と

呼
ん
で
い
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
「
野
球
原
理
」
が
正
し
い
の
か
正
し
く

な
い
の
か
で
あ
る
。

今
日
あ
な
た
は
テ
レ
ビ
を
見
た
。
そ
し
て
四
回
表
の
第
一
球
は
空
振
り

の
ス
ト
ラ
イ
ク
だ
っ
た
。
テ
レ
ビ
を
見
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
こ
の

日
の
四
回
表
の
第
一
球
は
や
は
り
空
振
り
の
ス
ト
ラ
イ
ク
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
確
か
め
る
す
べ
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
普
通
に

考
え
た
ら
無
茶
な
相
談
だ
。
今
日
と
い
う
日
は
二
度
と
な
い
。
一
度
き

り
の
出
来
事
は
、
変
更
で
き
な
い（

３
）。

つ
ま
り
、
自
分
が
見
な
か
っ
た
事
態
を
、
実
証
す
る
方
法
が
な
い
。
先
の
例

に
従
え
ば
、
自
分
が
見
て
い
る
テ
レ
ビ
で
な
ら
、
四
回
表
の
第
一
球
は
空
振

り
の
ス
ト
ラ
イ
ク
だ
っ
た
こ
と
は
、
実
在
し
た
こ
と
と
し
て
認
識
す
る
こ
と

一

訓
点
資
料
の
日
本
語
史
料
と
し
て
の
評
価
に
つ
い
て
（
上
）

松　

本　

光　

隆

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
訓
点
資
料
・
漢
文
訓
読
語
史
研
究
・
帰
納
法
的
実
証
法
・
実
存
主
義
・
従
容
録
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二

が
出
来
る
。
し
か
し
、
自
分
が
テ
レ
ビ
を
見
な
か
っ
た
場
合
も
、
四
回
表
の

第
一
球
は
空
振
り
の
ス
ト
ラ
イ
ク
だ
っ
た
こ
と
を
自
己
は
ど
う
や
っ
て
自
己

に
対
し
て
証
明
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
実
際
に
は
、
論
証
不
可
能
だ
と
言
っ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

物
理
学
で
は
、
こ
れ
を
受
け
て
、
量
子
力
学
の
問
題
と
し
て
、
実
際
に

ど
の
よ
う
に
実
験
す
る
か
が
思
索
さ
れ
た
。「
野
球
原
理
」
を
ど
う
実
験
で

検
証
す
る
か
が
問
題
と
な
り
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
物
理
学
者
ベ
ル
（John 

Bell

、
実
際
に
は
「
野
球
原
理
」
よ
り
も
早
い
）
な
ど
に
よ
る
実
験
結
果
で

の
論
議
と
な
っ
て
い
く（

４
）。

こ
の
問
題
は
、
な
に
も
、
自
然
科
学
・
物
理
学
、
あ
る
い
は
も
っ
と
特
定

す
れ
ば
、
量
子
力
学
の
問
題
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
無
い
。
哲
学
に
お
い

て
も
古
く
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
所
謂
、「
確
実
性
」
の
問
題

で
あ
る
。

漢
文
訓
読
語
研
究
を
支
え
る
訓
点
資
料
は
、
訓
点
資
料
は
と
言
う
よ
り
も

日
本
語
史
の
研
究
の
拠
り
所
と
な
る
史
料
は
、
偶
然
に
残
り
伝
え
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
偶
然
性
の
産
物
は
、
各
時
代
に
生
産
さ
れ
て
失
わ
れ
た
も
の
も

含
め
て
、
全
体
量
の
何
分
の
一
が
残
さ
れ
て
も
の
か
と
言
っ
た
物
理
的
な

量
、
ど
う
い
っ
た
性
質
の
史
料
が
残
さ
れ
て
き
て
い
る
の
か
と
言
っ
た
史
料

の
偏
倚
、
実
際
に
遺
存
し
て
い
る
訓
点
資
料
に
し
て
も
、
実
際
に
研
究
者
に

よ
り
紙
面
に
墨
や
朱
が
認
知
さ
れ
、
そ
れ
が
言
語
と
し
て
認
識
さ
れ
た
と
し

て
も
、
そ
の
言
語
に
対
す
る
評
価
が
問
題
で
、
実
際
に
加
点
さ
れ
た
訓
点

は
、
音
節
に
還
元
さ
れ
る
と
し
て
も
、
加
点
の
無
い
漢
字
や
、
読
添
語
の
表

示
の
な
い
部
分
の
「
確
実
性
」
は
、
如
何
に
保
証
さ
れ
る
か
な
ど
、
訓
点
資

料
の
史
料
と
し
て
の
価
値
付
け
の
問
題
が
存
す
る
。

こ
の
訓
点
資
料
言
語
の
「
確
実
性
」
の
問
題
の
一
端
の
考
え
て
み
よ
う
と

す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

最
初
に
お
断
り
を
す
る
が
、
恐
ら
く
読
者
諸
賢
の
本
稿
に
対
し
て
の
評
価

は
、
芳
し
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
自
覚
す
る
。
研
究
論
文
ど
こ
ろ
か
、

荒
唐
無
稽
に
し
て
、
エ
ッ
セ
イ
の
名
も
戴
け
な
い
駄
文
で
あ
る
と
思
う
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
断
片
的
な
メ
モ
を
残
し
、
そ
の
メ
モ
に
対
し
て

の
評
価
を
得
て
い
る
が
、
数
ペ
ー
ジ
の
量
を
費
や
し
て
の
駄
文
に
怒
り
を
買

う
の
を
覚
悟
で
、
起
筆
し
始
め
た
。

一
、
従
来
の
訓
点
資
料
の
評
価

訓
点
資
料
の
資
料
性
評
価
に
つ
い
て
は
、
平
安
時
代
の
一
等
資
料
が
残
存

し
て
、
そ
の
信
頼
性
の
高
さ
と
、
言
語
資
料
と
し
て
の
量
が
豊
富
で
、
平
安

時
代
の
日
本
語
の
歴
史
を
記
述
構
築
し
よ
う
と
す
る
時
、
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

資
料
で
あ
る
と
し
た
評
価
が
定
着
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
う

し
た
一
方
で
、
そ
の
資
料
性
の
欠
点
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。

訓
点
資
料
の
資
料
性
の
欠
点
を
声
高
に
論
じ
た
文
章
を
目
に
す
る
こ
と
は

多
く
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
批
判
の
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
そ
の
資
料
性
の

欠
点
の
克
服
を
意
図
と
し
た
発
言
は
少
な
か
ら
ず
存
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
あ
る
訓
点
資
料
の
本
文
書
写
の
年
月
日
が
知
れ
た
と
し
て
、
そ

の
漢
文
に
複
数
の
時
代
を
隔
て
た
訓
点
の
加
点
が
あ
る
場
合
、
そ
の
資
料
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三

は
、
書
写
時
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
時
代
を
隔
て
た
日
本
語
が
溜
ま
っ
た

資
料
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
問
題
と
し
て
大
き
い
の
は
、
時
代
の
異
な
っ
た

筆
が
数
度
に
亘
っ
て
い
て
、
そ
の
訓
点
の
時
代
性
が
峻
別
さ
れ
る
場
合
で
は

な
く
て
、
こ
の
資
料
を
移
点
し
た
移
点
資
料
の
場
合
に
問
題
が
大
き
い
。
つ

ま
り
、
複
数
の
筆
の
入
っ
た
訓
点
資
料
を
、
過
去
の
あ
る
時
代
に
、
一
時
に

移
点
し
た
場
合
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
親
本
の
段
階
で
は
、
時
間
を
隔
て

た
数
筆
が
加
点
さ
れ
、
墨
の
濃
淡
や
、
仮
名
の
太
さ
字
形
、
あ
る
い
は
、
色

彩
の
別
に
よ
っ
て
峻
別
さ
れ
居
た
も
の
が
、
年
代
が
降
っ
て
移
点
さ
れ
る
際

に
、
一
人
の
筆
跡
に
集
約
さ
れ
た
り
す
る
場
合
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
複
数

の
性
格
の
訓
点
が
一
筆
に
移
点
さ
れ
る
事
態
が
想
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ

の
訓
点
資
料
は
、
そ
の
資
料
と
は
別
の
外
的
な
証
拠
に
拠
ら
ね
ば
、
訓
読
の

系
統
の
別
を
明
ら
か
に
出
来
な
い
。
年
代
や
位
相
別
の
訓
点
が
、
平
板
に
差

無
く
存
し
て
、
外
部
徴
証
に
よ
ら
ね
ば
訓
読
語
の
澱
を
分
別
で
き
な
い
こ
と

に
な
る
。
た
だ
、
そ
う
し
た
資
料
を
過
去
の
言
語
主
体
や
現
代
の
研
究
者
も

分
別
で
き
な
い
ま
ま
で
訓
読
語
を
享
受
し
て
い
る
実
態
も
現
に
あ
る
。

著
名
な
例
は
、
神
田
本
白
氏
文
集
の
訓
読
語
の
類
別
の
問
題
で
あ
る（

５
）。

神

田
本
白
氏
文
集
の
訓
点
は
、
藤
原
茂
明
の
加
点
に
な
る
が
、
同
一
箇
所
に
複

数
の
訓
読
語
の
加
点
が
あ
る
。
仮
名
点
の
場
合
に
つ
い
て
言
え
ば
、
諸
家
の

訓
読
法
の
重
合
体
で
あ
る
墨
点
と
、
藤
原
式
家
の
訓
読
法
を
示
し
た
と
言
わ

れ
る
角
筆
点
と
で
あ
る
。
大
江
家
、
菅
原
家
、
藤
原
各
家
の
訓
読
法
の
重
合

体
で
あ
る
墨
仮
名
点
の
系
統
は
、
各
家
々
の
訓
点
を
色
彩
に
よ
っ
て
区
別
さ

れ
て
居
る
書
陵
部
蔵
時
賢
本
白
氏
文
集
の
存
在
に
よ
っ
て
初
め
て
識
別
さ
れ

て
認
識
さ
れ
る
。

平
安
初
期
の
明
詮
の
法
華
経
訓
読
語
の
解
明
に
拠
り
所
と
な
る
立
本
寺
本

妙
法
蓮
華
経
も
、
書
写
加
点
は
平
安
後
期
に
な
る
も
の
で
、
こ
の
資
料
も
白

点
、
墨
点
の
他
に
、
朱
点
を
以
っ
て
明
詮
の
訓
点
を
移
点
し
て
い
る
か
ら
、

明
詮
の
訓
読
語
が
、
思
考
操
作
を
加
え
て
間
接
的
に
析
出
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
訓
読
語
の
出
自
、
系
統
が
識
別
出
来
て
訓
読
法
の
違
い
が
認
識

出
来
る
の
か
、
単
色
の
訓
点
の
中
に
複
数
の
訓
読
語
が
重
合
し
て
存
在
し
、

そ
の
訓
読
語
の
系
統
を
析
出
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
る
の
か
は
、
何
も
、
現
代

の
我
々
研
究
者
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
資
料
が
一
旦
成
立
し
た
時
か
ら
後

の
時
間
経
過
上
の
享
受
者
達
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

現
在
の
漢
文
訓
読
語
史
の
研
究
は
偶
然
遺
存
さ
れ
た
資
料
を
用
い
て
行
わ

れ
る
訳
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
一
々
の
資
料
の
資
料
性
を
、
反
省
し
、
自
覚

的
に
、
ま
た
、
類
型
論
的
に
分
析
し
て
評
価
し
て
来
た
の
か
と
言
え
ば
、
必

ず
し
も
厳
密
で
は
無
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

即
ち
、
あ
る
時
に
は
移
点
の
親
本
の
言
語
を
析
出
す
る
資
料
と
し
て
、
移

点
時
よ
り
も
遡
っ
た
時
代
の
言
語
資
料
と
し
て
使
用
し
、
ま
た
、
あ
る
時
に

は
移
点
時
の
言
語
資
料
と
し
て
利
用
し
て
来
た
。
更
に
考
え
て
置
く
べ
き

は
、
こ
れ
ら
の
訓
点
資
料
が
一
旦
成
立
し
た
後
は
、
後
接
す
る
時
代
時
代
に

享
受
さ
れ
る
事
が
有
っ
て
、
享
受
者
達
は
、
現
在
に
伝
わ
る
当
該
の
資
料
内

に
そ
の
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
あ
る
訓
点
資
料
の
言
語

を
再
構
成
し
て
、
訓
読
語
を
実
現
し
て
い
た
筈
な
の
で
あ
る
。

漢
文
訓
読
語
史
研
究
の
分
野
に
よ
っ
て
多
少
、
事
情
を
異
に
す
る
の
も
確
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か
で
あ
る
。
文
字
研
究
の
場
合
は
、
基
本
的
に
書
か
れ
た
時
代
の
資
料
と
な

る
。
し
か
し
、
前
代
の
字
体
の
影
響
を
説
か
れ
る
事
も
あ
る
。
音
韻
や
文
法

の
記
述
研
究
上
の
資
料
価
値
も
、
基
本
的
に
は
書
写
加
点
時
に
重
点
が
置
か

れ
よ
う
。

評
価
の
揺
れ
の
大
き
い
の
は
、
語
彙
・
意
味
研
究
、
文
章
・
文
体
研
究
に

お
い
て
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
、
人
文
学
に
お
け
る
漢
文
訓
読
語
史
研
究

人
文
科
学
に
お
い
て
基
礎
学
た
る
漢
文
訓
読
語
史
研
究
、
も
う
少
し
範
疇

を
拡
げ
れ
ば
、
日
本
語
史
の
研
究
は
、
純
粋
学
問
で
あ
る
べ
き
だ
と
思
う

が
、
自
然
科
学
の
場
合
の
如
く
人
間
の
外
界
物
を
研
究
対
象
に
す
る
の
と
違

い
、
人
間
の
内
界
の
諸
現
象
を
研
究
対
象
と
す
る
学
の
一
部
で
あ
る
。
人
文

科
学
諸
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
人
間
の
内
界

の
問
題
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
集
約
さ
れ
る
根
幹
は
「
人
間
」
の
学
な
の
で
あ

ろ
う
。

即
ち
、
漢
文
訓
読
語
史
研
究
も
、
そ
れ
を
包
摂
す
る
日
本
語
史
も
、
深
化

の
道
程
の
先
に
目
指
す
べ
き
は
、
人
間
の
学
、
人
間
の
探
求
の
学
に
他
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
、
稿
者
が
歩
ん
で
来
た
道
は
、
帰
納
法
的
実
証
学

で
あ
る
漢
文
訓
読
語
史
研
究
で
あ
っ
た
。
厳
密
に
論
ず
れ
ば
、
研
究
は
い
ず

れ
も
帰
納
法
と
演
繹
法
と
の
相
互
繰
り
返
し
な
の
で
は
あ
る
。
そ
の
帰
納
法

的
実
証
主
義
を
採
っ
て
来
た
研
究
は
、
実
に
形
而
下
的
な
事
象
を
整
理
し
た

記
述
研
究
が
主
体
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
研
究
の
向
か
う
べ
き
所
も
、
形
而
上

的
な
人
間
学
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

実
に
卑
近
卑
小
な
例
で
あ
る
が
、
稿
者
の
場
合
を
例
に
取
れ
ば
、
稿
者
の

行
っ
て
来
た
漢
文
訓
読
語
史
研
究
は
、
私
自
身
の
内
的
な
世
界
に
お
い
て
用

例
の
採
取
の
可
否
が
判
断
さ
れ
、
整
理
統
合
さ
れ
、
分
類
考
察
さ
れ
て
研
究

と
し
て
公
に
さ
れ
て
来
た
。
こ
の
考
察
、
研
究
の
過
程
は
、
総
て
自
ら
に
帰

す
る
も
の
で
あ
る
。

論
文
と
し
て
公
に
さ
れ
る
事
と
、
こ
の
自
己
の
内
界
の
所
産
で
あ
る
研
究

と
は
、
自
ず
か
ら
別
に
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
論
文
は
、
一
旦
自
ら

の
手
を
離
れ
て
公
に
さ
れ
れ
ば
、
最
早
、
稿
者
に
は
属
さ
な
い
謂
わ
ば
、
客

観
的
存
在
で
、
自
己
か
ら
も
批
判
対
象
と
な
る
。
一
方
、
自
己
の
内
界
に
継

続
的
存
在
と
し
て
あ
る
研
究
は
、
自
己
に
属
す
る
も
の
で
、
そ
の
研
究
は

自
己
た
る
〝
人
間
〞
に
よ
っ
て
統
制
統
合
さ
れ
る
。
そ
の
統
制
統
合
の
母
体

を
、
自
己
の
個
性
と
言
っ
て
も
良
か
ろ
う
し
、
自
己
の
思
想
性
と
言
っ
て
も

良
か
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
、
研
究
者
の
人
格
と
言
っ
て
も
良
か
ろ
う
。
我
々

の
漢
文
訓
読
語
史
研
究
は
、
究
極
的
に
は
、
個
性
・
思
想
性
・
人
格
の
深
化
・

成
長
が
目
的
と
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

稿
者
自
身
は
、
自
己
の
日
常
的
思
想
性
、
あ
る
い
は
生
活
信
条
と
言
っ
て

も
良
い
か
も
知
れ
な
い
、
ま
た
は
、
現
段
階
で
は
、
仮
説
的
で
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
疑
う
こ
と
を
し
な
い
か
ら
宗
教
と
言
っ
て
も
良
い
か
も
知
れ
な
い

が
、
そ
れ
を
、「
日
本
的
実
存
主
義
」
と
称
し
て
い
る
。
こ
と
ば
に
す
れ
ば
、

そ
れ
だ
け
の
事
で
あ
る
が
、
大
前
提
は
自
己
の
内
奥
に
、
人
間
共
通
の
「
真

理
」
が
潜
む
も
の
と
の
認
識
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
内
な
る
「
仏
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性
」
と
言
っ
た
り
す
る
。
果
た
し
て
、
あ
る
や
ら
、
な
い
や
ら
実
証
で
き
て
は

い
な
い
が
、
そ
う
し
た
自
己
の
内
奥
の
「
真
理
」
な
る
も
の
に
向
か
っ
て
い
る

の
が
稿
者
の
現
在
で
あ
る
。
自
己
の
内
奥
に
存
在
す
る
〝
本
質
〞
を
仮
説
し
て

い
る
訳
で
あ
る
が
、
そ
の
〝
本
質
〞
の
存
在
前
提
は
、
自
己
の
実
存
で
あ
る
。

稿
者
自
身
の
中
で
は
、
日
本
的
実
存
主
義
は
、
日
本
に
お
け
る
禅
思
想
に

符
合
す
る
す
る
と
こ
ろ
の
大
な
る
も
の
で
あ
り
、
稿
者
自
身
の
人
格
的
な

個
性
は
、
黙
照
禅
た
る
曹
洞
禅
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
自
覚
す
る
。
人

間
的
な
真
理
を
自
己
の
内
奥
に
求
め
る
姿
勢
そ
の
も
の
が
、
日
本
的
実
存
主

義
、
即
ち
、
そ
の
根
本
思
想
を
曹
洞
禅
よ
り
得
て
醸
成
さ
れ
た
所
が
大
き
い

と
自
覚
す
る
。
こ
の
事
は
、
稿
者
自
身
の
生
育
環
境
と
強
く
連
な
る
も
の
で

あ
る
。
道
元
は
、「
威
儀
即
仏
法
、
作
法
是
宗
旨
」
と
言
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
る
が（

６
）、

出
典
は
未
詳
ら
し
い
。
た
だ
、
現
代
、
洞
門
に
唱
え
ら
れ
続
け
る

そ
れ
は
、
翻
案
す
れ
ば
、「
形
式
即
本
質
」
と
読
み
替
え
ら
れ
よ
う
。
即
ち
、

実
存
が
本
質
に
先
だ
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
し
て
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

実
存
主
義
と
言
っ
て
良
か
ろ
う
。

飛
躍
甚
だ
し
い
と
の
批
判
を
厭
わ
ず
記
せ
ば
、
稿
者
が
今
ま
で
と
り
続
け

て
き
て
い
る
漢
文
訓
読
語
研
究
の
方
法
と
し
て
の
帰
納
法
的
実
証
法
は
、
形

而
下
的
操
作
で
は
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
自
体
が
実
は
、
実
存
主
義
に
根
ざ
し

た
研
究
だ
と
み
て
良
さ
そ
う
で
あ
る
。「
日
本
的
実
存
主
義
」
と
し
た
形
而

上
の
思
想
側
か
ら
、
今
ま
で
細
々
と
続
け
て
来
た
形
而
下
的
な
帰
納
法
的
実

証
研
究
の
底
辺
を
支
え
る
訓
点
資
料
の
資
料
性
の
問
題
に
及
ん
で
み
よ
う
と

す
る
。
こ
の
実
験
的
な
愚
行
に
足
を
踏
み
入
れ
て
み
よ
う
と
す
る
の
が
、
以

下
の
文
章
で
あ
る
。

三
、
曹
洞
禅
に
お
け
る
公
案
集
「
従
容
録
」

　
　
　      

︱
「
禅
」
思
想
と
〝
こ
と
ば
〟
︱

禅
と
「
こ
と
ば
」
の
問
題
は
、
大
き
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
禅
は
、「
こ
と

ば
」
を
否
定
す
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
以
心
伝
心
と
言
い
、
不
立
文
字
と
言

い
、
教
外
別
伝
と
言
い
、
六
祖
慧
能
の
資
・
南
岳
懐
譲
は
「
説
似
一
物
即

不
中
」
の
語
を
残
し
て
い
る
。
以
心
伝
心
な
ど
は
、T

elepathy

な
ど
と
英

訳
さ
れ
た
り
す
る
が
、
稿
者
は
〝
こ
と
ば
〞
を
介
在
し
た
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ

ン
（
ア
パ
ゴ
ー
ゲ
ー
）
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
こ
と
ば
以
外
で
禅
を
語
れ

な
い
し
、
ラ
ン
グ
た
る
こ
と
ば
が
無
け
れ
ば
、
禅
の
正
伝
な
ど
は
あ
り
得
な

い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
漢
文
訓
読
語
史
研
究
に
形
而
下
的
な
帰
納
法
的
実
証

法
を
採
用
し
て
き
た
稿
者
に
は
、
自
己
の
思
想
性
の
支
柱
た
る
禅
と
の
関
係

は
、
今
後
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

稿
者
は
、
仏
教
史
や
禅
宗
史
の
専
門
家
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
思
想
家
で

も
な
い
。
こ
こ
に
記
そ
う
と
す
る
の
は
、
現
在
の
稿
者
の
内
奥
に
存
す
る
と

こ
ろ
を
実
例
に
挙
げ
て
記
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

は
、
論
文
の
体
を
成
さ
な
い
告
白
的
エ
ッ
セ
イ
、
あ
る
い
は
、
エ
ッ
セ
イ
的

な
告
白
以
上
の
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。
自
己
の
内
奥
を

形
作
る
曹
洞
宗
的
な
日
本
的
実
存
主
義
の
、
我
が
あ
り
方
の
切
片
を
示
し

て
、
訓
点
資
料
の
資
料
性
を
い
か
に
考
え
る
の
か
を
記
し
て
み
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
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六

日
本
の
曹
洞
禅
は
、
本
来
、
公
案
禅
・
看
話
禅
で
は
な
い
が
、
公
案
自
体

は
教
団
の
初
期
か
ら
教
団
内
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
教
団
初

期
の
様
態
は
、「
つ
ら
つ
ら
日
暮
ら
しW

iki

〈
曹
洞
宗
関
連
用
語
集（

７
）〉（http://

w
iki.livedoor.jp/turatura/

）」
な
ど
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
洞
門
に
お

い
て
初
期
か
ら
公
案
自
体
を
問
題
と
せ
ず
、
只
管
打
坐
の
み
の
黙
照
禅
だ
け

を
実
践
し
て
い
た
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
無
い
。
正
法
眼
蔵
の
中
に
公
案

が
引
か
れ
て
い
る
し
、
道
元
の
帰
朝
に
あ
た
り
、
碧
眼
録
の
書
写
を
招
宝
七

郎
大
権
修
理
菩
薩
が
手
助
け
し
た
と
の
説
話
も
あ
る
の
で
、
公
案
禅
た
る
看

話
禅
に
対
し
て
、
公
案
を
全
く
無
視
し
た
訳
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。

臨
済
宗
が
碧
巌
録
を
珍
重
す
る
の
に
対
し
て
、
現
代
の
曹
洞
宗
所
依
の
第

一
の
公
案
集
は
、
従
容
録
で
、
百
則
を
も
っ
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に

も
た
ら
さ
れ
た
の
が
明
・
万
暦
年
間
（
一
五
七
三
〜
一
六
二
〇
）
で
あ
る
と

言
わ
れ
る
の
で
、
十
六
世
紀
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
曹
洞
宗
に
お
い

て
第
一
の
公
案
集
と
し
て
従
容
録
に
重
き
が
置
か
れ
た
の
は
十
六
世
紀
以
降

の
こ
と
で
、
初
期
の
洞
門
に
お
い
て
珍
重
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
稿
者

の
生
年
に
は
、
既
に
、
首
座
法
座
（
首
座
法
戦
式
）
の
本
則
の
依
拠
は
、
こ

の
従
容
録
に
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
稿
者
の
思
想
的
な
バ
ッ
ク

ボ
ー
ン
の
一
つ
と
言
っ
て
良
い
。

公
案
な
る
も
の
が
、
思
想
形
成
の
要
の
一
つ
で
あ
る
の
は
、
古
く
か
ら
、

禅
の
公
案
の
悉
く
が
真
理
を
説
き
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ

て
、
師
資
間
に
お
い
て
師
が
そ
の
弟
子
に
教
え
を
説
く
時
に
使
わ
れ
て
き
た

歴
史
が
あ
る
。
稿
者
の
日
常
思
想
・
生
活
信
条
の
形
成
に
も
大
い
に
影
響
を

与
え
た
も
の（

８
）で

あ
っ
て
、
そ
の
形
而
上
的
な
日
本
的
実
存
主
義
を
支
え
る
具

体
的
な
支
柱
の
一
つ
が
従
容
録
で
あ
る
。

以
下
は
、
従
容
録
の
一
則
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
記
事
に
見
ら
れ
る
認
識

の
問
題
を
記
述
し
て
、
訓
点
資
料
の
資
料
的
価
値
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
把

握
し
て
い
け
ば
良
い
か
の
論
述
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

四
、
曹
山
法
身

従
容
録
の
第
五
十
二
則
に
「
曹
山
法
身
」
の
公
案
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
公
案
を
例
に
取
り
上
げ
た
い
と
思
う
。
曹
山
法
身
は
、
従
容
録
に
、
以

下
の
如
く
記
さ
れ
る
。

﹇
示
衆
﹈
示

 
 
シ
テレ

衆ニ

云
、
諸ノ 

有
智ノ 

者ハ 

以テ
二
比
喩ヲ
一
得
レ
解ス

ル
コ
ト
ヲ

、
■
若シ

到　
ラ
バ二

比　
ス
ル
コ
ト
ヲ■

不
レ
得
、
類シ
テ■

難キ
レ
齊シ

處ニ
一
、
如
何ン

ガ■
説
二
向セ

ン■
他ニ
一
。

﹇
本
則
﹈
擧ス

。
曹
山
問
二
徳
尚
座ニ
一
、
佛ノ

眞
法
身ハ 

猶ホ

若シ
二
虚
空ノ
一
、
應シ

テレ
物ニ

現　
ズ
ル
コ
ト
ハ

■
レ
形
如シ
二
水
中ノ

月ノ
一
、作
麼
生カ 

説ン
二
箇ノ

　
ズ
ル應

■

底ノ

道
理ヲ
一
。
徳
云
、

如シ
二
驢ノ 

覷ル
ガ一

レ
井ヲ

。

山
云
、
道コ

ト
ハ■

即チ

大
曬ダ

　
フ
　
ダ

道
只
道
二
得タ

リ■

八
成ヲ
一
。
徳
云
、
和
尚
又タ

如

何ン

。
山
云
、
如シ
二
井
覷ル
ガ一

レ
驢ヲ

。

﹇ 

頌 

﹈
頌
云
、
驢
覷
レ
井ヲ

、
井ノ

覷ル
レ
驢ヲ

。
智
容レ

テ■

無ク
レ
外
、
淨
涵テ 

有リ
レ
余
。

肘
後
誰レ

カ■

分タ
ンレ

印ヲ

。
家
中
不
レ
蓄ハ

ヘレ
書ヲ

、
機
糸
不
レ
掛ケ

梭
頭
事
。

文
彩
縱
横
意
自ラ

殊ナ
リ。

（『
余
語
翠
巖　

従
容
録
』
巻
中　

平
成
十
一
年
六
月
、
地
湧
社
に
よ
っ
た

が
、
漢
字
字
体
、
仮
名
字
体
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
）
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七

〇
曹
山
＝
曹
山
本
寂
（
八
四
〇
〜
九
〇
一
）。
洞
山
良
介
の
法
嗣
。

〇
徳
尚
座
＝
曹
山
伝
に
あ
る
彊
徳
上
座
か
と
さ
れ
る
。

従
容
録
は
、
二
種
有
っ
て
、
二
巻
本
と
六
巻
本
が
存
す
る
。
二
巻
本
は
、

天
童
覚
和
尚
頌
古
報
恩
老
人
著
語
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
宋
・
紹
興
年
間

（
一
一
三
一
〜
一
一
六
二
）
に
天
童
宏
智
正
覚
が
、
百
則
を
集
め
て
頌
古
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
。
六
巻
本
は
、
万
松
老
人
評
天
童
覚
和
尚
従
容
庵
録
と

言
わ
れ
、
南
宋
・
嘉
定
十
六
年
（
一
二
二
三
）
に
万
松
行
秀
が
、
天
童
覚
和

尚
頌
古
報
恩
老
人
著
語
に
、
示
衆
と
著
語
、
評
唱
を
付
し
た
も
の
で
あ
る（

９
）。

問
答
や
、
逸
話
、
説
話
は
、
本
則
に
記
さ
れ
る
。
そ
の
本
則
の
解
釈
を
規

定
す
る
の
が
示
衆
や
頌
で
、
本
則
と
頌
に
は
、
万
松
行
秀
の
注
（
著
語
・
評

唱
）
が
付
さ
れ
て
従
容
録
が
成
立
し
て
い
る
。
曹
洞
宗
の
第
一
の
依
拠
公
案

集
が
従
容
録
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
本
則
の
解
釈
を
規
定
す
る
示
衆
、
頌

と
、
本
則
と
頌
に
付
さ
れ
る
万
松
行
秀
の
注
に
よ
っ
て
、
本
則
の
解
釈
が
思

想
的
に
方
向
性
を
持
っ
て
く
る
。
導
か
れ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
醸
成
さ
れ
る

実
存
思
想
が
曹
洞
宗
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
と
認
め
て
良
か
ろ
う
。

曹
洞
宗
の
実
存
主
義
的
世
界
観
や
、
日
常
思
想
の
具
体
相
を
、
正
法
眼
蔵

は
勿
論
で
あ
る
が
、
公
案
集
た
る
従
容
録
に
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
る
は
ず

で
あ
る
。
即
ち
、
稿
者
の
自
己
の
日
本
的
実
存
主
義
の
生
成
の
具
体
的
な
姿

を
、
従
容
録
の
公
案
を
対
象
と
し
た
稿
者
自
身
の
解
釈
に
見
い
だ
す
こ
と
が

出
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
従
容
録
第
五
十
二
則
の
曹
山
法
身
の
本
則
は
、
稿
者
は
以
下
の
よ

う
に
読
む
。
た
だ
し
、
本
則
の
「
読
み
」
な
る
も
の
の
態
度
と
し
て
、
実

は
、
種
々
の
方
向
性
が
あ
る
。
所
謂
、
こ
の
曹
山
法
身
な
る
公
案
の
本
則

を
、
唐
代
の
禅
思
想
を
現
す
切
片
の
文
章
で
あ
る
と
み
て
、
唐
代
の
禅
思
想

を
考
え
、
思
想
史
の
問
題
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
実
は
、
唐
代
に
お

け
る
、
共
時
的
な
意
味
を
見
い
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
俗
に
言
え
ば
、
唐
と

い
う
時
代
の
中
に
お
い
て
読
む
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
解
釈
の
た
め
の

一
々
の
語
釈
を
、
唐
代
の
語
彙
・
意
味
に
お
い
て
果
た
し
切
る
必
要
が
あ
る
。

従
容
録
の
成
立
時
を
問
題
と
す
れ
ば
、
宋
・
南
宋
時
代
に
お
い
て
見
ね
ば
な

ら
な
い
。

が
、
本
稿
に
、
稿
者
が
曹
山
法
身
を
問
題
と
す
る
の
は
、
現
在
の
稿
者
の

思
想
性
を
、
稿
者
自
身
が
記
述
し
て
み
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
読
み
の

浅
さ
は
大
方
か
ら
批
判
を
仰
ぐ
と
し
て
、
現
在
の
稿
者
の
読
み
を
示
し
て
み

た
い
。

第
五
十
二
則　

曹
山
法
身
本
則

曹
山
本
寂
が
、
徳
上
座
に
問
う
た
。「
法
身
と
は
本
来
虚
空
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
そ
の
法
身
は
、
時
に
応
じ
て
姿
を
変
え
る
。
月
が(

田
毎
の)

水
面
に
映
っ
て
、
皆
同
じ
様
に
現
ず
る
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
の
法
身
の
、
物

に
応
ず
る
と
は
、
ど
う
な
る
事
か
？
」
と
。

徳
上
座
が
言
っ
た
。「
驢
馬
が
、
井
戸
の
中
を
見
て
い
る
様
な
も
の
で
す
」
と
。

曹
山
が
言
っ
た
。「
上
手
く
喩
え
た
も
の
だ
な
。
が
、
ま
だ
十
分
に
私
は

腑
に
落
ち
切
ら
な
い
が
な
ぁ
」
と
。

徳
上
座
が
言
っ
た
。「
じ
ゃ
あ
、
曹
山
和
尚
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
」
と
。

曹
山
は
言
っ
た
。「
井
戸
が
驢
馬
を
見
て
い
る
様
な
も
の
だ
な
」
と
。
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以
上
が
本
則
の
問
答
で
あ
る
。

驢
馬
と
井
と
を
対
比
的
に
言
っ
て
い
る
か
ら
、
情
識
の
存
在
の
有
無
を
問

題
に
し
て
居
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
有
情
非
情
の
別
の
事
で
、
実
に
抽
象

的
で
危
う
げ
な
用
語
に
な
る
が
、「
心
」
の
有
無
の
問
題
で
あ
る
。

驢
馬
の
方
は
、
意
識
が
あ
っ
て
、
井
戸
の
中
に
は
、
何
や
ら
驢
馬
が
映
っ

て
居
る
。
イ
ソ
ッ
プ
物
語
の
犬
は
、
肉
を
咥
え
て
川
を
渡
る
折
、
川
面
に

映
っ
た
自
己
の
影
に
大
き
な
肉
を
加
え
て
犬
が
あ
る
と
自
ら
の
咥
え
た
肉
を

離
し
て
川
面
に
頭
を
浸
け
た）

10
（

。
即
ち
、
イ
ソ
ッ
プ
の
犬
に
も
主
客
の
二
見
が

あ
る
。

井
戸
が
驢
馬
を
見
る
と
は
、
井
戸
を
覗
き
込
ん
で
居
る
そ
の
驢
馬
を
見
る

事
な
の
か
、
井
戸
の
水
面
に
映
っ
て
居
る
驢
馬
を
見
る
事
な
の
か
。

遍
く
あ
る
驢
馬
の
本
質
を
了
知
し
て
い
る
の
が
法
身
の
作
用
で
あ
る
、
と

の
謂
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
覗
き
込
む
驢
馬
と
井
の
面
に
映
っ
た
姿
の
区

別
無
く
「
法
身
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
体
の
驢
馬
も
、
水
面
に
映
っ
た
驢

馬
も
共
に
、
井
戸
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
井
戸
は
、
驢
馬
を
映
し
て
、
正

に
、
驢
馬
と
成
っ
て
い
る
。
井
戸
は
、
そ
の
驢
馬
に
纏
わ
る
現
象
の
全
て
を

了
知
で
き
る
視
点
を
持
っ
た
超
越
的
な
存
在
で
あ
る
。

頌
に
は
、「
驢
馬
が
井
を
見
る
に
は
未
だ
見
る
主
体
と
見
ら
れ
る
物
の
区

別
が
あ
る
。
し
か
し
、
井
が
驢
馬
を
見
る
の
に
は
見
る
見
ら
れ
る
を
超
越
し

て
い
る
」
と
あ
る
か
ら
、
右
の
読
み
を
支
え
る
。

示
衆
は
、「
智
恵
有
る
も
の
は
、
比
喩
・
方
便
に
よ
っ
て
悟
る
（
ア
ブ
ダ

ク
シ
ョ
ン
）
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
比
喩
や
方
便
が
使
え
な
い
と
こ
ろ

に
到
っ
た
時
は
、
他
己
に
如
何
に
説
く
べ
き
か
？
」
と
の
本
則
の
大
衆
へ
の

問
題
提
起
で
、
必
ず
し
も
、
本
則
の
読
み
を
限
定
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い

が
、
今
は
、
曹
山
の
絶
妙
な
る
切
り
返
し
の
「
比
喩
」
を
評
価
し
て
い
る
も

の
だ
と
解
釈
し
て
お
き
た
い
。

嘗
て
、
知
己
と
の
談
話
に
出
た
話
題
で
、
発
端
だ
け
を
経
験
的
に
話
聞
か

さ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
よ
う
に
記
憶
す
る）

11
（

。

朝
食
の
蜆
汁
を
食
べ
よ
う
と
し
て
、
お
椀
の
中
に
蜆
が
二
つ
見
え
る
。
そ

の
蜆
の
実
を
戴
こ
う
と
箸
で
汁
を
攫
っ
た
が
手
応
え
、
箸
応
え
が
無
い
。
よ

く
よ
く
確
か
め
れ
ば
、
自
分
の
眼
玉
が
映
っ
て
居
た
…
と
は
、
落
語
の
話
し

で
あ
る
。

が
、
お
椀
の
汁
に
映
っ
た
自
己
を
見
詰
め
見
て
い
る
自
分
が
実
存
し
て
居

る
自
分
な
の
か
？

い
や
、
お
椀
か
ら
見
詰
め
て
居
る
奴
が
居
て
、
ハ
ッ
キ
リ
と
し
た
輪
郭
の

顔
を
持
っ
た
奴
が
実
存
し
て
居
る
。
そ
ち
ら
が
自
分
な
の
か
？

自
分
は
自
分
の
目
玉
で
、
直
接
に
は
自
分
の
顔
貌
を
見
る
こ
と
が
出
来

ぬ
。
自
己
が
実
存
し
て
居
る
実
証
は
、
如
何
に
す
る
の
か
？ 

両
手
は
見
え

る
。
そ
れ
を
以
っ
て
他
己
の
如
く
、
自
己
が
実
存
す
る
と
推
量
し
て
も
良
い

の
か
？

そ
れ
に
比
べ
て
、
蜆
汁
に
映
っ
た
者
に
は
、
顔
の
輪
郭
が
あ
り
、
目
は
横

に
〇
と
〇
と
並
び
、
鼻
は
縦
に
、
口
は
横
に
一
文
字
に
有
る
で
は
な
い
か
。

な
ら
ば
、
他
己
と
同
じ
！

見
て
い
る
自
分
が
自
分
な
の
か
、
蜆
汁
の
面
に
映
っ
た
自
分
が
、
自
分
な
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の
か
？

な
ん
て
話
し
を
思
い
出
し
た
。
自
己
実
存
の
「
確
実
性
」
の
問
題
で
あ
ろ

う
か
？

蜆
汁
に
し
て
見
れ
ば
、
映
っ
た
お
前
さ
ん
も
、
覗
き
込
ん
で
い
る
お
前
さ

ん
も
、
共
に
、
お
前
さ
ん
じ
ゃ
。
二
つ
は
似
て
は
居
る
が
、
一
つ
は
実
体
、

も
う
一
つ
は
映
像
の
お
ま
え
さ
ん
じ
ゃ
、
紙
一
重
の
差
じ
ゃ
が
了
知
で
き

る
、
っ
て
こ
と
だ
ろ
う
。

自
己
は
い
ず
こ
に
ど
う
実
在
す
る
？
と
迷
う
驢
馬
と
自
分
で
あ
る
が
、
井

戸
に
し
て
も
、
蜆
汁
に
し
て
も
、「
法
身
」、
即
ち
、
超
越
的
な
視
点
を
獲
得

し
て
い
る
。

稿
者
個
人
の
問
題
と
し
て
は
、
驢
馬
で
あ
り
自
分
で
あ
り
す
る
、
自
己
存

在
の
不
確
実
性
の
不
安
か
ら
逃
れ
る
に
は
、
超
越
的
視
点
を
持
つ
自
我
を
、

自
ら
の
内
に
見
い
だ
せ
ば
救
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
自
己
の
内

界
へ
の
旅
を
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
う
こ
と
を
指
し
示
し
た
こ
と
で
あ
ろ

う
と
読
む
。

主
客
の
二
見
に
限
ら
ず
、
正
否
、
善
悪
、
正
邪
な
ど
の
二
見
―
二
項
対
立

―
の
「
不
確
実
性
」
の
不
安
定
さ
の
解
消
に
、
所
謂
、「
迷
い
」
の
根
源
を

見
い
だ
し
て
、
一
段
と
高
次
の
視
点
か
ら
、
二
見
の
対
立
を
超
越
し
て
「
不

確
実
性
」
を
払
拭
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
禅
思
想
の
根
本
的
な
姿
勢
の
一
つ

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
驢
馬
の
本
体
の
本
質
と
、
井
戸
に
映
っ

た
驢
馬
の
映
像
の
本
質
と
を
と
も
に
差
異
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
で
、
差
別

無
く
把
え
る
視
点
の
設
定
を
指
摘
し
て
、「
確
実
性
」
の
問
題
に
答
え
を
出

そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
謂
わ
ば
驢
馬
も
、
驢
馬
の
映
像
も
客
観
的
に

捉
え
て
対
等
に
評
価
を
下
せ
る
視
点
の
獲
得
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

さ
て
、
日
本
語
史
の
問
題
で
あ
る
。

今
に
伝
わ
る
資
料
は
、
偶
然
以
外
の
何
物
で
も
無
い
。
そ
の
事
実
が
資
料

の
不
確
実
性
を
物
語
る
の
だ
が
、
過
去
の
言
語
資
料
が
伝
承
さ
れ
て
、
今
私

達
の
目
に
触
れ
て
、
そ
れ
を
元
に
日
本
語
史
の
学
が
営
ま
れ
る
。

そ
の
資
料
は
、
田
毎
の
月
よ
ろ
し
く
、
あ
る
資
料
に
触
れ
た
、
過
去
の

人
々
、
近
古
の
人
々
、
今
に
生
き
る
現
代
の
人
々
、
就
中
研
究
者
に
、
同
じ

影
を
落
と
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
今
の
刹
那
に
限
定
し
て
も
良
い
。
万
人
に

同
じ
形
の
言
語
資
料
と
解
釈
さ
れ
て
、
そ
の
資
料
の
言
語
が
復
元
さ
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
？　

特
に
訓
点
資
料
の
場
合
に
は
、
そ
の
保
証
は
ど
こ
に
も

な
い
。

私
の
専
門
と
す
る
訓
点
資
料
の
日
本
語
史
に
話
を
限
定
す
れ
ば
、
あ
る
訓

点
資
料
に
残
さ
れ
た
歴
史
的
な
漢
文
訓
読
語
を
再
構
成
す
る
た
め
の
言
語
復

元
に
関
す
る
情
報
量
が
、
こ
の
問
題
の
方
向
性
を
左
右
す
る
。
つ
ま
り
、
古

典
語
た
る
訓
点
資
料
の
言
語
の
復
元
度
の
確
実
性
の
度
合
い
は
、
施
さ
れ
た

訓
点
の
密
度
の
問
題
に
関
わ
る
の
が
、「
確
実
性
」
の
一
つ
の
拠
り
所
と
な

ろ
う
。
稠
密
な
加
点
、
即
ち
、
全
て
の
漢
字
に
全
訓
の
片
仮
名
が
振
ら
れ
、

読
添
え
語
も
、
片
仮
名
・
ヲ
コ
ト
点
が
詳
細
で
、
そ
の
ヲ
コ
ト
点
も
全
て
の

符
号
の
対
応
音
節
が
明
ら
か
で
、
返
点
が
完
備
し
、
声
点
、
句
読
点
な
ど
の
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符
号
も
万
全
で
、
一
資
料
の
総
て
の
音
節
が
再
現
出
来
る
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
な

訓
点
資
料
で
有
る
な
ら
、
あ
る
い
は
、
い
つ
の
時
代
の
、
ど
ん
な
言
語
主
体

で
も
、
田
毎
の
月
よ
ろ
し
く
、
同
じ
言
語
を
再
現
、
再
構
成
出
来
る
可
能
性

を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
私
の
僅
か
な
経
験
か
ら
は
、
そ
ん
な
資
料
に

巡
り
会
っ
た
事
が
な
い
。
加
点
の
粗
密
も
甚
だ
し
く
、
加
点
さ
れ
な
い
漢
字

を
山
程
抱
え
て
い
る
資
料
ば
か
り
に
巡
り
会
っ
て
来
た
。
訓
点
の
施
さ
れ
た

資
料
も
、
例
え
ば
、
現
代
の
研
究
者
が
、
日
本
仏
教
史
の
資
料
と
し
て
使
う

の
な
ら
ば
、
訓
点
な
ど
寧
ろ
、
邪
魔
か
も
知
れ
な
い
。
誤
写
の
無
い
漢
文
で

あ
る
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
実
情
は
、
比
喩
を
用
い
れ
ば
、
天
空
の
清
涼
な
る
月
を
田
毎
に

等
し
く
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
に
映
す
の
は
、
田
植
え
前
に
代
掻
き
を
さ
れ
て
、
水

を
張
ら
れ
た
一
年
の
極
短
い
期
間
で
、
田
植
え
が
終
わ
れ
ば
稲
の
成
長
に
応

じ
て
、
映
す
月
が
田
毎
に
異
な
る
。
収
穫
に
近
く
な
れ
ば
、
水
面
を
稲
が
隠

す
し
、
い
よ
い
よ
収
穫
と
な
れ
ば
田
の
水
は
落
と
さ
れ
る
。
収
穫
後
の
棚
田

に
は
、
月
を
映
す
べ
き
水
面
は
な
い
。

研
究
者
の
簡
単
に
陥
っ
て
反
省
の
な
い
陥
穽
は
、
自
己
の
視
点
が
曹
山
法

身
の
「
井
戸
」
の
視
点
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
内
容

か
ら
譬
え
が
屈
折
す
る
が
、
驢
馬
の
本
体
―
訓
点
に
現
れ
た
本
来
的
な
訓
読

さ
れ
た
言
語
―
も
、
井
戸
の
面
に
映
じ
た
驢
馬
の
映
像
―
現
存
資
料
―
も
、

研
究
者
は
透
徹
で
き
る
視
点
に
い
る
の
だ
と
錯
覚
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
無
条
件
に
そ
う
し
た
立
場
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
の
反
省
が

な
い
よ
う
に
思
う
。
田
毎
の
条
件
に
よ
っ
て
、
月
の
映
像
は
異
な
る
場
合
が

あ
る
、
と
い
う
前
提
が
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

あ
る
い
は
、
月
は
唯
だ
一
つ
で
あ
る
と
言
う
こ
と
に
あ
ま
り
に
疑
い
が
な

い
よ
う
に
判
ぜ
ら
れ
る
。
現
実
の
問
題
と
し
て
比
喩
を
上
げ
れ
ば
、
幻
日
な

ど
は
、
実
存
し
て
珍
し
い
現
象
で
は
な
い
。

日
本
語
史
の
外
淵
か
も
知
れ
な
い
が
、
実
は
、
訓
読
さ
れ
た
日
本
語
と
し

て
の
訓
読
語
を
通
じ
て
、
天
竺
・
震
旦
の
仏
教
、
思
想
を
学
ん
だ
歴
史
が
有

る
の
も
事
実
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
驢
馬
の
本
体
と
井
戸
の
映
像
の
問
題

は
、
形
而
上
学
に
お
い
て
も
重
要
な
意
味
を
持
ち
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
節
は
、
聊
か
、
抽
象
的
な
論
議
に
終
始
し
た
が
、
実
際
の
訓
点
資
料
の

実
例
を
問
題
と
し
て
、
次
節
に
触
れ
て
み
た
い
と
思
う
。

（
以
下
続
）

注

１
、
谷
村
省
吾
「
揺
ら
ぐ
境
界　

非
実
在
が
動
か
す
実
在
」（『
日
経
サ
イ
エ

ン
ス
』
第
四
十
三
巻
第
七
号
、
平
成
二
十
五
年
七
月
、
日
本
経
済
新
聞
社
）

２
、
注
１
文
献
。

３
、
注
１
文
献
。

４
、
注
１
文
献
。
以
下
、
ベ
ル
の
不
等
式
、
ア
ス
ペ
（A

lain A
spect

）
ら

の
ベ
ル
の
不
等
式
に
使
っ
た
「
常
識
的
仮
定
」
の
中
の
実
在
概
念
に
問
題

が
あ
っ
た
こ
と
に
及
ん
で
い
る
。

５
、
小
林
芳
規
『

平
安
鎌
倉

時
代
に
於
け
る 

漢
籍
訓
読
の
国
語
史
的
研
究
』（
昭
和
四
十
二
年

三
月
、
東
京
大
学
出
版
会
）
第
四
章
第
四
節
「
同
一
漢
籍
に
お
け
る
諸
訓
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十
一

法
の
系
統
」。

６
、「
つ
ら
つ
ら
日
暮
ら
しW

iki

〈
曹
洞
宗
関
連
用
語
集
〉」（http://w

iki.

livedoor.jp/turatura/d/%
B0%

D
2%

B5%
B7%

C2%
A
8%

CA
%
A
9%

CB%
A
1

）

７
、
菅
原
研
州
氏
の
編
纂
中
の
注
６
引
用
の
用
語
集
で
、
同
氏
の
ブ
ロ
グ

（http://blog.goo.ne.jp/tenjin95

）
も
大
い
に
参
考
に
な
る
。

８
、
稿
者
の
立
職
時
の
本
則
は
、
従
容
録
第
四
則
の
「
世
尊
指
地
」
で
あ
っ
た
。

９
、
原
田
弘
道
『
現
代
語
訳　

従
容
録
』（
平
成
五
年
七
月
、
大
蔵
出
版
）

は
、
万
松
老
人
評
天
童
覚
和
尚
従
容
庵
録
を
元
に
著
さ
れ
て
い
る
。

安
谷
白
雲
『
禅
の
心
髄　

従
容
録
』（
昭
和
四
十
八
年
一
〇
月
初
版
、
平

成
二
十
年
六
月
新
装
版
、
春
秋
社
）
に
も
、
本
文
中
に
万
松
行
秀
の
評
唱

を
引
く
。

10
、
大
塚
光
信
・
来
田
隆
編
『
エ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス　

本
文
と
索
引
』（
平

成
十
一
年
二
月
、
清
文
堂
）
本
文
篇
78
頁
「Inuga nicuuo fucunda 

coto 

（
犬
が
肉
を
含
ん
だ
事
）」。

11
、
か
つ
て
稿
者
三
十
代
の
頃
だ
っ
た
か
、
畏
友
月
本
雅
幸
氏
の
と
談
話
の

中
に
、
月
本
氏
の
東
京
大
学
の
駒
場
で
の
受
講
経
験
談
に
、「
味
噌
汁
に

写
っ
た
我
が
顔
。
見
て
い
る
の
が
私
な
の
か
、
味
噌
汁
に
映
っ
て
い
る
の

が
私
な
の
か
」
か
ら
始
ま
る
講
義
が
あ
っ
た
と
の
記
憶
に
よ
る
。
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十
二

A Research on Kuntenshiryo （訓点資料） Part I

Mitsutaka  MATSUMOTO

This research is  a report to  consider the authenticity  of kuntenshiryo（訓点資料） which have 

been found  across  Japan. For factual analysis of Japanese language history, kuntenshiryo is 

indispensable. This is the part 1 of reports which  examine “authority” of kuntenshiryo. The 52nd 

rule “souzanhosshin （曹山法身）” of Shoyoroku（従容録）,  which is a collection of koan（公案） of 

Soto-Zen（曹洞禅）, is illustrated in this report, which  tries to  show what  originated in “Japanese 

existentialism.”


