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冒
頭
に

あ
げ
た

大
拙
の

否
定
性
と

こ

れ
ら
と

の

つ

な

が
り
は、

ソ

シ

ュ

ー

ル

の

「

分
節
言
詒
の

否

定
性
」

を
介
す
れ

ば

は

っ

き
り
す
る

。

コ

ト
バ

は

対
比
の

相
関
性
に
お
い

て

働
く
か
ら

、

そ

れ
ぞ
れ
が

写
真
の

ネ
ガ

の

よ

う
に
機
能
す
る

。

分
離
と

接
合
を
同
時
に

実
現
す
る
分
節
の

端
的
な
か
た

ち
は
、

創
世
記
冒
頭
に

あ
る

よ

う
な
二

分

法
（
光
と

闇、

空
と
水、

陸
と

海、

昼
と

夜
な
ど
）

で

あ
る

。

す
な
わ
ち
ポ

ジ

と

ネ
ガ

の

仕
分
け
の

累

積

に

よ
っ

て

連
続

性
が

分

節
さ
れ

、

カ

オ
ス

か
ら
コ

ス

モ

ス

へ

と

移
行
す

る
。

分
節
さ
れ
た

コ

ス

モ

ス

は

世

界
認
識
の

自

在
な
力
を
ひ

と
に

与
え
る

が
、

同
時
に

分
節
の

実
体
化
・

固
定
化
に

よ

る

大
い

な
る
不
自
山
を
も

強

い

る
だ

ろ

う
。

こ

の

不
自
由
を
免
れ
る

ツ

テ

を

宗
教
史
に

求
め
た

井
筒

俊

彦
は、

分
節
1
↓

無
分
節
↓

分
節
H
と
い

う
一

種
の

螺
旋
運

動
に

注
目
し

た
。

大
拙
の

否
定
に

は
こ

の

い

っ

た
ん

の

否
定
〔
す
な
わ
ち

無
分

節
化〉

が
こ

め

ら
れ
て

お

り
、

そ

の

媒
介
を
一

時
の

病
に

喩
え
た
の

で

あ
る

。

か

く
し
て

不
行

為
の

勧
め

の

そ
の

先
に

あ
る
、

コ

ト

バ

に

よ
ら
な
い

否
定、

行
為
に

よ
る

否
定
は

可
能
か

と

い

う
問
い

は
、

こ

の

観
点
か
ら

再・
度

、

発

せ

ら
れ

な
け
れ

ば
な
る

ま
い
。

宗

教
存
続
の

メ

カ
ニ

ズ

ム

　
　

　
　
民
族
宗
教
の

場
合
と

制
度

化
の

意
味

1
小

　
田

　
淑

　
子

（

1
）

考・
察
の

目

的
　
　
創
唱
宗
教
は
制
度
化
し
て

存
続
す
る

が
、

制
度

化
は

民
族
宗
教
や

古
代
宗
教
に

は

妥
当
し
な
い

。

だ

が、

ど
の

宗
教
も
存

続
す
る

。

宗
教
の

存
続
は

親
か
ら
子
供
へ

の

世
代
間
伝
承
を
意
味
す
る

。

宗
教
の

存
続
は

定
義
に

も
理
論
に
も
な
い

が
、

宗
教
の

特
徴
の
一

つ

と
し

て

考
察
す
る

に

値
す
る

。

第
一

に、

宗
教
と
い

う
知
・

真
理
の

特
異
性
を

示
す

。

宗
教
思
想
は

哲
学
に
接
近
す
る

が
、

こ

の

存
続
の

あ
り
方
を

考
慮

す
る
と
、

宗
教
と

い

う
知
と
哲
学
知
と
の

相
違
が

明
ら

か
に

な
る

。

第．
一

に
、

存

続
す
る

宗
教
は

慣
習
と

し
て

の

目

常
的
な

宗
教
で

あ
る

。

第
三

に
、

存
続
と
い

う
特
徴
が

看
過
さ
れ
て

き
た

理
由
を
考
え
た

い
．．

そ
れ

は

あ
ら
ゆ
る

宗
教
に

内
在
す
る

特
徴
で

あ
り
な
が
ら
、

宗
教
内
部
の

信
仰
者

自
身
に
は

死
角
の

よ

う
に

意
識
さ
れ
な
い

の

で

は

な
い

か
。

〔
2）

存
続
の

様

態
　
　
教
義
も
教
団
制
度
も
も
た
な
い

占
代
宗
教
や
先

住
民
の

宗
教
は
、

誕
生
し
た
子
供
を
自
動
的
に

成

員
に

加
え、

儀
礼
を
繰

り
返
す
だ

け
で

存
続
す
る

。

子
供
は

祭
り
に

参
加
し
つ

つ
、

教
義
を
学
ぶ

こ

と
も
な
く

、

神
々

の

存

在
や

世
界

観
な
ど
を
受
け
と

め

る
。

世

界
宗
教

の

非
合
理
な

真
理

も
世
代
間
伝
承
に

お

い

て

は
洗

練
さ
れ

た

教
義
で

は
な

く、

礼
拝
や

墓

参
な
ど

儀
礼
を
通
じ
て

子

供
に

も

感
じ

取
る

こ

と
が

で

き

る

類
の

知
で

あ
る

。

存
続
を
も
っ

と
も
顕

著
に

観
察
で

き
る

場
面
は

、

創

唱

宗
教
の

初

代
弟
子
か

ら

次
の

世
代
へ

の

伝
承
で

あ
ろ

う
。

世
界
宗
教
も

新
宗
教
も

存
続
し

た

事
実
は
、

新
規
に

改
宗
者
を

獲
得
し

続
け
た

だ

け
で

は
な

く、

子
供
へ

の

伝
承
に
よ

る
。

子
供
を

育
て

る

際
の

基
本
的
姿
勢
が

そ
の

宗
教
の

真
理
で

あ
る

。

幼
児
洗
礼
の

よ

う
に
、

親
は

わ

が
子
を
信
仰

者
と
し

て

育
て

る
。

親
に

と

っ

て

は

そ
れ

が
当
然
の

人
間
の

生
き
方
だ

か

ら
で

あ
る

。

か
く
し
て、

第
二

世
代
以
後
は

主

休
的
選
択
で

は
な
く、

親

の

宗
教
を

真
理
と

し
て

受
け
入
れ
て

い

く。

信
仰
の

弛
緩
は

避
け
ら
れ
な

い

が
、

宗
教
は

安
定
す
る．、

日

常
性
の

中
の

宗
教
で

あ
る

。

子
供
に

と

っ

て

は

自
分
の

意
思
に

よ
ら
な
い

宗
教
へ

の

加
入
で

あ
り、

近

代
以

後
に

は

時
に

自
嘲
的、

時
に

反
抗
的
な
態
度
を
示
す
が、

こ

の

素
地
は
も
っ

と

評
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価
さ

れ
て

も
い

い

の

で

は

な
い

か
。

（

3
）

日

常
性
の

宗
教
　
　
こ

の

存
続
の

様
態
に

着
目
し

た
理
血
の

一

つ

は
、

日
本
的

宗
教
は

教
義
や
主
体
的

信
仰
で

は

説
明
で

き
な
い

か
ら
で

あ

る
。

主

体
的
信
仰
は

劇
的
回
心
の

よ

う
に

突
発
的
に

生
じ
る

こ

と
も
あ
る

が
、

大
半
の

場
合、

信
仰
の

深
ま
り
で

あ

り
、

宗
教
へ

の

入
口

は
こ

の

よ

う
に

親
か
ら

伝
え
ら

れ

た

信
仰
で

あ
る

。

第
二

の

理

由
は
世
俗
化
論
と

の

関
係
で

あ
る
。

世

俗
化
論
が
盛
ん
だ
っ

た
こ

ろ

に

は
、

科
学
・

無
神
論
と

宗
教

、

世
俗

社
会
と

個
人
の

主

体
的

信
仰
の

両

極
端
が

対
比
さ
れ
た
が、

そ
の

時
代
に

も
日

常
的
な

宗
教
は

細
々

で

あ
れ

存
続
し

て

い

た
。

合
理
的

科
学

的
知
識
と
精

神
を

身
に
つ

け
た

信
仰

者
は

現
代
社
会
を
生
き
つ

つ
、

日

常

的
な
宗
教
儀

礼
に

参
加
し

て

き
た

。

世
俗

化
論
で

は
こ

う
し
た

慣
習

的
な

宗
教
の

あ
り

方
を
無
視
し

て

き
た
の

で

は

な
い

か
。

そ
の

再
考、

再

評
価
も
可
能
で

あ
る

。

（
4）

存
続
と
制

度
化

　
　
宗
教
の

存
続
が
注
目
さ
れ

な
か
っ

た

理
出
の

一

つ

は
、

そ
れ
が

慣
習
と

し
て

の

宗
教
を
支
え、

近
代
的
主

体
的
信
仰
と

相
容
れ
な
か
っ

た

こ

と

だ

ろ

う
。

も
う
一

点、

教
義
や
創
唱
者
の

教
え
に

は

存
続
や
制
度
化
の

必
要
性
を

説
く
も
の

は

な
い

。

創
唱
者
の

弟
子
た
ち

は

制
度
化
の

意
味
や
理
論
を
知
っ

て

行
動
し
た

の

で

は

な
く、

親
も
存
続

の

意
義
を

考
え
て

世
代
間
伝
承
す
る

の

で

は

な

い
。

存
続
と

制
度
化
は

宗

教
的
真
理
な
い

し
信
仰
ゆ

え
に

生
じ

る

事
柄
で

あ
り、

宗
教
固
有
の

特
徴

で

あ
る
。

に

も
か

か
わ

ら

ず、

そ
れ

は

宗
教
の

内

部
か

ら

論
理
化
さ

れ
る

こ

と
は

稀
で
、

キ

リ
ス

ト

教
の

教
会
論
は

例
外
的
で

あ
る

。

制
度
化
論
は

宗
教
の

構
造
や
機
能
な
ど
の

理

論
と

同
様
に

、

実

証
的

研
究
に

よ
っ

て

初

め
て

顕
在
化
し
た

宗
教
の

固
有
性
で

あ
る

。

日

本
仏
教
の

思

想
研

究
が
冂

常

的
な
生

活
仏
教
を

無
視
し

て

き
た
の

は
、

創
唱

者
の

思

想
に

依
拠
す
る

か

ぎ
り、

存
続
や

制
度
化
の

問
題
に

気
づ

か
な

い

か
ら
だ

ろ
う

。

だ
が、

日

本
仏
教
も

教
団
と
し

て

存
続
し
、

慣
習
的
な

生

活
仏
教
と

な
っ

て

い

る

以
上

、

仏
教
の

思

想
研
究
や

宗
教
哲
学
も

日
常
的

な
宗
教
を

無
視
せ

ず
に

考
察
す
る

必

要
が

あ
る

だ
ろ

う
。

明

治
政

府
の

宗
教
政

策
と

キ

リ
シ

タ

ン

集
落

内

　
藤

　
幹
　
生

　

明
治
六
年
（
一

八
七
三
）

に

キ
リ
シ

タ
ン

禁
制
高
札
は
撤
去
さ
れ

、

禁

教
が
解
除
さ
れ
た

が、

そ
れ
は

近
世
か

ら
近
代
へ

の

時
代
の

転
換
を
意
味

し
た
出
来
事
の
一

つ

で

あ
っ

た
。

江
戸
幕
府
成
立

期
以

来
続
く
キ
リ

シ

タ

ン

禁
制
政
策
は

終
焉
し、

キ
リ
シ

タ

ン

は

長
く
久
し
い

国
家
に

よ
る

規
制

か

ら
解
放
さ
れ

た

の

で

あ
っ

た
。

キ

リ

シ

タ

ン

は

国
家
レ

ベ

ル

に

お
い

て

は

信
仰
面
に
お

い

て

白
由
に

な

っ

た
。

し

か

し、

村
杜
会
・

地
域
社
会
に

お

い

て

キ
リ
シ

タ

ン

は

却
っ

て

忌
避
さ

れ

自
由
に

は

な

れ
な
か

っ

た
。

本

発
表
で

は
、

明
治
政
府
が

政
策
上
キ

リ

シ

タ

ン

を

解
放
し
た

こ

と
が
、

彼

ら

を
取
り
巻
く
村
社
会
・

地
域

社
会
に

ど
の

よ

う
な

影
響
を

与
え
た

か

考

察
し、

併
せ

て

禁
教
解
除
に

よ

り
キ

リ

シ

タ
ン

と

村
社

会
の

関
係
は

ど

の

よ

う
に

変
化
し

た
か

見
て

い

く
。

　

当
該
期
の

キ

リ

シ

タ

ン

研
究
に

関
す
る

先
行
研

究
は

、

外
交

問
題
と

宗

教

政
策
の

観
点
か
ら

詳
細
に

行
わ

れ
て

き
た

。

し
か
し

、

キ

リ

シ

タ

ン

が

宣

教
師
に

よ
り
教
育
さ
れ、

信

仰
を
公
表
し
て

か
ら
ど

の

よ
う
な
動

向
を

示
し

、

そ

れ
が
村
社
会
で

は

ど

の

よ

う
に
影
響
し、

ど

の

よ

う
な
問
題
を

起
こ

し
た
か
に
つ

い

て

は

そ
れ
ほ

ど

触
れ
ら
れ
て

な
く

検
討
の

余
地
が

残
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