
カ

ン
ダ

ハ
ル
碑
文

の
問
題
点

久

保

田

周

一
九
五

八
年
に
ア
シ
ョ
ー
カ
詔
勅
の
一
つ
で
あ
る
カ
ン
ダ

ハ
ル
碑
文

が
発
見
さ
れ
、
同
年
f
d
k
d
f
i
u
 
r
i
o
g
f
d
o
 
f
d
d
j
d
i
o

が
伊
語
で
公
け

(
1
)

に
さ
れ
た
事
は
既
に
周
知
の
事

で
あ
る
。
更
に
六
年
後
の

一
九
六
四
年

に
同
f
d
k
u
i
f
d

が
英
語
で
刊
行
さ
れ
、
同
碑
文
の
そ
の
後

の
研
究

の
成

(2
)

果
が
収
録

さ
れ
た
。
こ
の
ア
シ
ョ
ー
カ
詔
勅
が
ギ
リ
シ
ャ
語
ア
ラ
ム
語

の
い
わ
ゆ

る
f
d
s
k
j
f
n
e
i
v
と
し
て
今
日
も
尚
そ
の
特
異
性
を
保
持

し
て
お
り
、

そ
れ
が
単
に

ア
シ
ョ
ー
カ
研
究
の
み
な
ら
ず
古
代
世
界

の

文
化
の
伝
播
状
況
、
及
び
東
西
思
想
交
流
の

一
つ
の
要
と
し
て
重
要
な

鍵
を
握

つ
て
い
る
事
は
疑
い
得
な
い
事
柄

で
あ
る
。
前
述

の
f
f
j
d
f
u

X
X
H
に
お
い
て
ウ
ン
ベ
ル
ト

・
シ
ェ
ラ
ー
ト
は
序
論
中
に
同
碑
文
の
特

異
性
に
つ
い
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
(
一
)
本
碑
文
が
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ

ン
の
最
初

の
ギ
リ
シ
ャ
語
碑
文
で
あ
り
、
ま
た
同
地
域
の
最
初

の
完
全

な
ア
ラ
ム
語
碑
文
で
あ
る
。
(
二
)
ギ
リ
シ
ャ
語
に
よ
る
唯

一
の
ア
シ
ョ
ー

カ
詔
勅

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
詔
勅
の
最
西
方
の
も
の
で
あ
る
。
(三
)特
に

重
要
な

一
般
的
及
び
特
殊
的
体
系
に
お
け
る
地
形
学
史
の
情
報
を
提
供

し
て
い
る
。
即
ち
カ
ン
ダ
ハ
ル
の
シ
ャ
ル
・
イ

・
ク
ナ
は
確
実
に
ギ
リ

シ
ャ
風
の
基
盤
に
立

つ
て
お
り
、
ま
た
ア
ラ
コ
シ
ァ
地
域
は
恐
ら
く
、

R
f
f
l
k
u
r
e
 
e
r
o
i
g
f

に
あ
る
ヨ
ナ
の
地
域
に

一
致
す
る
。
更
に
ほ
ぼ

マ

(
3
)

ウ
リ
ヤ
王
朝

の
最
西
方
境
界

で
あ
る
。
以
上

の
事

が
正
し
け
れ
ば
、

「
カ
ン
ダ

ハ
ル
碑
文
は
東
西
の
出
合
い
の
確
証
と
し
て
疑
い
な
く
挑
発

的
内
容
を
含
み
、
更
に
言
外
の
意
味
を
朶
ん
で
い
る
。
事
実
こ
の
碑
文

は
解
釈
に
関
す
る
起
点
と
な
り
、
多
様
な
問
題

へ
の
再
生
で
あ
り
、

調

(4
)

査
の
た
め
に
新
し
い
展
望
を
開
く
の
で
あ
る
。
」
本
碑
文
に
関
す
る

以

上
の
価
値
的
特
質
を
踏
ま
え
て
特
に
指
摘
し
た

い
問
題
点
は
、

ア
シ
ョ

ー
カ
の
d
s
f
l
k
f
d
s

が
ギ
リ
シ
ャ
語
圏
並
び
に
ア
ラ
ム
語
圏
で
如
何

な

る
感
覚
で
受
容
さ
れ
認
識
さ
れ
た
か
を
翻
訳
言
語
の
言
語
学
的
立
場
か

ら
二
三
の
考
察
を
加
え
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
比
較
思
想
論
的
展
開
を

試
み
た
い
の
で
あ
る
。

一
般
に
是
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
ア
シ
ョ
ー
カ
の
f
d
i
d
s
f
k
j
l

は
ギ

リ
シ
ャ
語
で
は
d
f
s
l
i
d
s
f
l

で
あ
る
。
f
d
s
i
s
d
k
は
接
頭

辞

理

を
伴

な
い
、
語
根
f
s
l
i
fか
ら
出
来
た
動
詞
d
s
s
d
f
k
j
e
r
w

の
名
詞
形
で
あ
る
。

元
来
f
d
 
s
o
t
r
k
f
d
 
e
w
r
o
i
f
d
s

の
意

味

で
あ
り
、
s
d

は

カ

ン
ダ

ハ
ル
碑
文

の
澗
題
点

(
久
保
田
)
 

三
四
三
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カ

ン
ダ

ハ
ル
碑
文

の
問
題
点

(
久
保

田
)
 

三
四
四

q
d
f
f
l
k
f
d
j
s
d
a
 
r
e
u
i
v
c
x
m
w
e
 
a
r
e
i
o
v
c
x
w
e
e
 
r
e
i
o
b
v
f
d
j
i
o

等
を
意
味
す

る
か

ら
、
古
典
期
か
ら
こ
の
語
は
上
な
る
者
、
即
ち
神
々
に
対
す
る
敬
慶
を

表
わ
し
て
い
た
事
は
疑
う

べ
き
も
な
い
。
特
に
フ
ォ
エ
ル
ス
タ
ー
に
よ

れ
ば
、
d
s
i
uに

お
い
て
s
d
r
e
p
o
i
i
u
 
e
w
r
i
o
f
g
d

の
f
d
s
o
i
 
e
w
u
 
r
w
e

(神
ヤ
ー
ウ
ェ
に
対
す
る
畏
敬
)
 の
訳
に
、
r
w
e
i
u
s
 
r
o
p
i
 
r
w
e
j
o
i

(
5
)

l
d
f
k
を

当

て
て

い

る
。

(
イ
ザ
ヤ
1
1
.
2
、
33

・
6
、
箴
言
1

・
7
)

イ

ン

ド

に

お

け

る

ア
シ

ョ
ー

カ

の
時

代

は
、

ギ

リ

シ

ャ
の
世
界

で

は
既

に

コ
イ

ネ
ー

の
活

動

期

に

あ

つ
た
と

考

え

ら

れ
、

ア

テ

ィ

カ
方

言

か

ら
漸

次

コ

イ

ネ

ー

へ
と
拡

大

変

遷

す

る

中

に
神

の
前

に

畏

れ

を

懐

く

事
、

或

い
は

宗

教

的

畏

敬

を

も

つ
感

覚

的

把

握

が
f
d
s
o
p
i
f或

い

は
d
s
f
o
i
r
に

お

い

て
次

第

に

高

ま

り

つ

つ
あ

つ
た

の

で
あ

る
。

フ

ォ

エ
ル

ス

タ
ー

に

ょ

れ

ば
、

古
典

ギ

リ

シ

ャ
語

に

お

い

て

は

「
偽

証

す

る

こ

と

が
f
d
i
u

o
d
f
f
o
i
r
で
あ

る
。
」
「
臨

終

の
父
親

を

助
け

る

こ

と

が
f
d
d
i
u
d
s
f
で

あ

る
」

と

あ

り
、

此

れ

ら

の
事

か
ら
f
d
s
o
p
r
e
m
は

主

と

し

て

道

徳

的

も

へ

範
躊
に
属
し
、

こ
の
点
で
g
d
s
o
p
i
r
s

に
対
応
す
る
こ
と
は
明
白

で
あ

る
。
更
に

「
そ
れ
故
に
教
育
の
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
つ
て
f
d
i
s
d
k

の
真
の
内
容
は
神
的

で
あ
り
、

具
つ
高
貴
に
し
て
純
清
な
る
世
界
に
対

す
る
敬
慶

と
不
思
議
な
る
畏
敬
で
あ
り
ま
た
礼
拝
そ
の
も
の
で
あ
る
。

…
…
そ
れ
故
f
d
o
i
d
fは
ギ
リ
シ
ャ
語
圏
に
お

い
て
は
f
d
o
p

で

あ
り
、

一
つ
の
徳
と
し
て
認
め
ら
れ
る
以
上
、

そ
の
反
意
語
f
d
s
o
i
f
s

は
道
徳
的

に
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
述

べ
て
お
り
、

こ
こ
で

わ
れ
わ
れ

は
益

々
f
d
s
i
f
s
d
k
r
t
i
o
u
d
f
s
k
j
l

と
の
接
近
を
確
認

し
得

る
の
で
あ
る
。

ア
シ
ョ
ー
カ
の
法
の
政
治
が
仏
教
的

で
あ
つ
た
か
否
か

に
つ
い
て
は
速
断
は
許
さ
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
仏
教

で
あ
れ
ジ

ャ
イ
ナ

で
あ
れ
、
内
容
的
に
は
f
d
s
o
i
p
f
d
s
k

が
宗
教
的
背
景
を
担
つ
て
い
た
事

は
確
実

で
あ
る
。
従

つ
て
f
d
s
i
u
e
r
w

対
s
e
f
o
i
sの
中
に
倫
理
的
特

相
と
平
行
し
て
宗
教
的
特
相
を
加
味
す
る
と
す

れ
ば
、
わ
れ
わ

れ
は

O
d
f
 
r
e
w
o
i
f
d
s

か
ち
f
d
i
o
 
e
w
r
i
o
u
v
c

へ
と
移
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
新
約
聖
書
に
お
い
て
f
d
s
i
o
u
 
e
r
w
i
u
t
r

は
15
回
、
関
連
動
詞
形
13

回
、
形
容
詞
副
詞
9
回
、
そ
の
他
の
名
詞
形
8
回
、
合
計
45
回
あ
り
、

反
意
語
f
d
s
o
i
f
d
s
k

は
6
回
、
そ
の
語
と
の
関
連
形

11
回
、
合
計

17
回

と
な
つ
て
い
る
。
更
に
特
徴
的
な
事
と
し
て
は
f
d
s
o
i
は
新
約
聖

書
中
主
と
し
て
後
期
文
書
に
集
中

し
て
い
る
。

こ
の
事
は
f
d
s
o
i
f

な
る
語
そ
の
も
の
が
原
始
キ
リ
ス
ト
教
団
の
熱
烈

な
宗
教
経
験
を
通
じ

て
の
信
仰

の
把
握
を
表
現
す
る
d
s
f
f
o
i

の
(信
仰
路
回
)
に
と
つ
て
変
る
だ

け
の
激
し
い
内
容
を
持

つ
て
い
な
か
つ
た
と
言
う
事
で
あ
り
、
む
し
ろ

或
る
程
度
キ
リ
ス
ト
教
が
形
成
さ
れ
定
着
し
た
紀
元
後

一
世
紀
後
半
か

ら
二
世
紀
始
め
に
か
け
て
の
文
書
に
お
い
て
多

く
用
い
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
従

つ
て
f
d
s
i
e
s
r
e
l

は
人
間
の
宗
教
体
験

の
表
面
に
現
わ
れ
な
い

で
、
宗
教
経
験
を
持
続
せ
し
め
、
具
つ
信
仰
に
意
義
性
を
与
え
ん
と
す

る
二
次
的
な
働
き
を
表
わ
す
と
見
る
事
が
出
来

る
。
結
論
的
に
は
f
d
s
o

e
p
a
a
i
r

は
東
は
バ
ク
ト
リ
ァ
、
西
は
地
中
海
沿
岸
全
域
を
含
む
通
俗
ギ

リ
シ
ャ
語

コ
イ
ネ
ー
の
圏
内
に
お
い
て
、
神
に
向
け
ら
れ
た
敬
慶
を
内

容
と
し
、
し
か
も
瞬
間
的
直
接
的
宗
教
感
情
と
言
う
よ
り
は
む
し
ろ
持
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続
的
屈
折
的
宗
教
感
情
を
的
確
に
表
明
し
て
い
る
。

と
こ
ろ

で
他
方
ア
ラ
ム
語
訳

で
は
そ
の
中
に
数
個
の
イ
ラ
ン
語
が
混

在
し
て
お
り
、
そ
の
中
の
一
つ
に

窟
旨
毫
が
あ
り
、
こ
れ
が
g
f
l
i
g

に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
d
f
s
o
i
 
d
k
j
f

で
レ
ビ

・
デ
ラ

・
ビ
ー

ダ
は

一
般
的
解
釈
と
し
て
d
f
s
o
i
s
f
d
j
k
-

「
同
等
化
す
る
」
か
ら
公
平
審
判

(
6
)

を
導
き
出
し
、
更
に
正
義
と
理
解
し
て
い
る
。
ま
た
パ
リ
ァ
ロ
の
指
摘

す
る
よ
う
に
ア
ベ
ス
タ
で
は
p
s
i
t
e
j
k

が
罪
の
告
白
で
あ
り
、
宗
教
的

色
彩
を
も

つ
た
言
語
で
あ
る
と
言
う
事
か
ら
、

レ
ビ

・
デ
ラ
・
ビ
ー
ダ

自
身
は

わ
蔓
薯

に
改
唆
の
意
味
を
見
出
し
て
い
る
。
f
d
k
 
e
r
w
i
o
u

で
f
d
s
o
i
f
d
s
k

の
ア
ラ
ム
語
訳
に
関
す
る
そ
の
後
六
年
間
の
研
究
成
果

(7
)

が
d
f
i
u
ガ

ル
ビ
ニ
に
よ
つ
て
発
表
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ド
ラ
イ

バ
ー
は
d
s
f
d
l
o
f

の
第
三
字

ヨ
ッ
ド
の
代
り
に
、
全
然
別
個
の
形
d
f
s
o
i

を
考
え
て
お
り
、
ま
た
ノ
ー
ベ
ル
は
最
後
の
字
ワ
ウ
は
接
続
詞
と
見
倣

し
て
切
り
離
し
、

こ
れ
を

冥
旨

と
す
る
。

ベ
ン
ベ
ニ
ス
テ
は
f
d
i
r
r
w

を
f
d
o
i
t
e

(
f
d
s
o
i
)
r
e
w
o
p
i
b

と
同
義
語

で
あ
る
と
信
じ
て
f
e
d
k
l
a
w
p
e
t
i

と
読

み
、
「
十
年

が
継
続
さ
れ
た
後
に
」
と
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
読
み
に
無
理
な
所
が
あ
る
。

レ
ビ

・
デ
ラ

・
ビ
ー
ダ
が
提

唱
す
る
よ
う
に
、
イ
ラ
ン
語
の
冥
讐
毒
を

「償
い
ま
た
は
改
唆
」
で
あ

る
と
す
る
時
、
内
容
的
に
妥
当

で
あ
る
が
ギ
リ
シ
ャ
語
訳
と
の
文
脈
上

の
妥
当
性

は
ど
う
で
あ
る
か
を
検
討
す

べ
き

で
あ
る
。
改
唆
が
直
接
に

ア
シ
ョ
ー
カ
の
カ
リ
ン
ガ
征
服
後
の
悔
恨
と
関
係
し
、
更
に
ま
た
即
位

後
十
年
に

ア
シ

ョ
ー
カ
が
法
の
巡
行
に
出
た
こ
と
が
f
o
p
i
s
t
e
 
f
d
i
r
 
8

に
あ
り
、

ア
シ
ョ
ー
カ
自
身
ビ
ク
ガ
デ
ィ
カ
と
な

つ
た
と
言
う
経
緯
を

考
慮
す
れ
ば
、
窟
旨
毛

を
改
唆
、
償
い
と
訳
す
事
が
妥
当
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
f
d
s
i
o
a
 
i
r
u

で
そ
の
語
を

「正
義
」
と
理

解
し
た
事
は
d
s
o
i
r
e
の
特
性
内
容
と
の
関
連
に
お
い
て
、
こ
の
方

が
よ
り
的
確

で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
因
に
r
w
o
p
i
r
t
e
 
e
w
r
o
i

で

は
動
詞
t
r
o
i
w
e
k

は
砕
く
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

こ
れ
に
は
正
し
い
事

柄

へ
の
積
極
的
行
為
が
伺
え
る
。
償
い
と
訳
す
場
合
こ
れ
が
t
e
w
i
r
s

と
の
関
連
に
お
い
て
適
合
せ
ず
、
む
し
ろ

ア
シ

ョ
ー
カ
の
個
人
的
経
験

に
基
づ
い
た
心
理
的
描
写
の
上
に
立
つ
言
葉
と
し
て
受
け
取
れ
る
。
こ

こ
で
特
に
ア
ラ
ム
語
で
紹
介
さ
れ
た

ア
シ
ョ
ー
カ
詔
勅
が
、
そ
の
ア
ラ

ム
語
訳
中
に
幾
つ
か
の
イ
ラ
ン
語
を
混
入
せ

し

め
た
事
に

つ
い
て
は

ガ

ル
ビ
ニ
は
次
の
如
く
指
摘
す
る
。
即
ち
そ
の
中
に
原
文
の
一
行
目
の

b
d
f
s
p
o

及
び
三
行
目
の
d
f
i
d
s
六
行
目
の
d
f
s
o
i
t
e
k

が
ア
ラ
ム
語
の
接

尾
辞
を
伴
な
わ
な
い
で
単
独
で
イ
ラ
ン
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
事
実
か

ら
、

ア
ラ
ム
語
の
最
東
方
の
語
形
が
他
の
言
語
、

例
え
ば
イ
ラ
ン
語
、

エ
ジ
プ
ト
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
影
響
を
受
け
て
、

ア
ラ
ム
語
自
身
の
音

韻
論
上
及
び
語
形
論
上
の
体
系
に
吸
収
さ
れ
た
発
展
的
な
時
期
を
逸
脱

し
て
し
ま
つ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

つ
ま
り

ガ
ル
ビ
ニ
は
こ
の
地

方
の
ア
ラ
ム
語
が
イ
ラ
ン
語
に
対
し
て
無
能

で
あ
つ
た
と
の
見
解
を
と

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ア
ラ
ム
語
が
書
き
言
葉

で
あ
り
、

イ
ラ
ン
語
が

話
し
言
葉
で
あ
る
と
言
う
立
場
を
押
し
進
め
る
仮
説
を
採
用
す
る
と
す

れ
ば
、
当
面
わ
れ
わ
れ
が
最
も
問
題
と
す
る
r
e
w
i
o
d
は
彼
ら
の
日
常

カ
ン
ダ

ハ
ル
碑
文

の
問
題

点

(
久
保

田
)
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四
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的
言
語
に

よ
つ
て
表
現
さ
れ
た
よ
り
積
極
的
な
内
実

的
要
因
を
保
有

し
、
恐
ら
く
レ
ビ

・
デ
ラ

・
ビ
ー
ダ
や
ガ

ル
ビ

ニ
の
述

べ
る
よ
う
な
改

唆
或
い
は
償
い
と
言
う
個
別
的
解
釈
で
は
な
く
、
公
平
或
い
は
正
義
を

意
味
す
る

一
般
的
概
念

の
中

で
こ
れ
を
理
解
す
る
事
の
方
が
d
g
i
g
f
l

と
c
d
o
i
f
s
d
l

と
の
共
通
的
地
盤
を
確
保
す
る
に
よ
り
適
切
で
あ
る

と

考
え
る
の

で
あ
る
。
タ
ー
ン
は
貨
幣
中
に
印
さ

れ
た
d
f
o
i
f
d(正
義
)

に
つ
い
て
、
例
え
ば
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
の
場
合

に
そ

の
殆
ど
が
f
s
d
o
i

(救
済
者
)
と
あ
る
中
で
一
部
彼
の
治
世
の
後
期
に
属
す
る
も
の
の
中
に

b
d
f
o
u
i
d
r

が
採
用
さ
れ
て
い
る
事
を
指
摘
し
、
そ
れ
と
仏
教
的
観
念

と

の
関
係
を
否
定
的
に
述
べ
、
む
し
ろ
d
f
i
f
g
oを
ギ

リ
シ
ャ
的
観
念

(8
)

と
見
倣
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
f
d
s
o
i
s
f
d

が
d
f
f
d
o
i

に
お
い
て
イ
ラ

ン
語
の
再
翻
訳
と
し
て
の
f
d
s
o
i
r
e

で
あ
る
と
考
え
る
時
に
、
先
に
述

べ
た
事
柄

の
傍
証
と
な
る
。
ま
た
f
d
s
o
i
s
d
f

と
r
e
s
o
i
rが
相
互
関

連
的
言
語

で
あ
る
事
は
言
う
ま

で
も
な

い
。
こ
こ

で
ギ

リ
シ
ャ
語

で

o
d
f
s
i
o
r
e

と
訳
し
、
更
に

ア
ラ
ム
語
訳
中
特
に

イ
ラ
ン
語

で
d
f
o
e
r

と
訳
し
て
、
西
方
文
化
圏
に
紹
介

さ
れ
た

ア
シ

ョ
ー
カ
の
f
d
s
o
i
r

は
、
敬
慶
乃
至
は
宗
教
的
畏
敬
、
正
義
乃
至
は
正
統
的
判
断
を
指
示
す

る
。
十
四
章
刻
文
中
に
24
に
及
ぶ
f
d
s
o
i
t
r
k
l

の
合
成
語
が
あ
り
、
そ

れ
を
も
つ
て
政
治
の
骨
格
的
要
素
と
な
し
、
且
つ
ア
シ
ョ
ー
カ
が
d
s
f
o

m
f
d
s
k
j

な
る
語
を
使
用
す
る
事
に
よ
つ
て
イ
ン
ド
に
お
け
る
伝
統
的
理

念
を
内
在
さ
せ
つ
つ
、
自
己
の
政
策
中
に
新
た
な
法
の
政
治
に
よ
る
国

際
的
性
格

を
も
つ
て
隣
接
国
家
及
び
諸
民
族
に
望
ん
だ
事
実
は
、
歴
史

的
に
高
く
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

カ
ン
ダ

ハ
ル
碑
文
に
は
、
ダ

ル
マ
の
伝
播
、

不

生
、
不
屠
殺
、
父

母
長
上

へ
の
従
順
、
現
世
と
来
世

へ
の
期
待
等

が
布
告
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
イ
ン
ド
側
の
主
と
し
て
十
四
章
刻
文
中
に
お
け
る
内
容
と
対
応

す
る
。
従
つ
て
イ
ン
ド
の
ダ
ル
マ
の
理
念
を
根
幹
と
し
て
ア
シ
ョ
ー
カ

が
d
g
o
i
d
f
sの
政
治
に
よ
つ
て
西
方
諸
国
に
示
し
た
内
容
が
、
東
西

文
化
及
び
思
想
の
面
に
お
い
て
ダ
ル
マ
の
理
念

に
関
し

て
d
f
s
o
p
i
r
e

と
い
う

フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
西
側
に
侵
透
し

て
い
つ
た
事
を
、
西
側

の
宗
教
即
ち

ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
等
を
考
え
る
場
合
に
看
過
し
て

は
な
ら
な
い
重
要
な

一
つ
の
原
点
で
あ
る
と
考

え
る
。
従

つ
て
f
d
s
o

m
f
s
d
l
i

は
ダ
ル
マ
の
理
念

(ダ
ル
マ
ト
ロ
ギ
ア
)
と
の
関
連
の
下
に
考
察

す
る
必
要
が
あ
り
、

そ
れ
を
西
側
の
主
流

で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
の
有
の
概

念
を
基
礎
と
す
る
オ
ン
ト
ロ
ギ
ア
と
、

ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
生
成
の
概
念

(
9
)

を
基
礎
と
す
る
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ァ
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
比
較
思

想
論

の
展
開
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

I
f
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u
 
t
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有
賀
鉄
太
郎

「
キ

リ

ス
ト
教
思
想

に
お
け
る
存
在
論

の
問
題
」
東

京
創
文
社
、

一
九
六
九
年

一

七
七
-

二
〇
〇
頁
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