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紹
介
と
批
評

峯
村
光
郎
課

『
ザ
ゥ
ワ
ァ
・
法
哲
學
序
読
』

　
課
者
・
峯
村
光
郎
博
士
も
「
あ
と
が
き
」
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ウ
ィ

ル
ヘ
ル
ム
・
ザ
ウ
ア
が
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
卓
越
し
た
刑
洪
學
者
で
あ
り
、
同

時
に
最
大
の
法
哲
學
者
の
一
人
で
も
あ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
」
。
我
國
で
は
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
宮
崎
澄
夫
教
授
、
刑
事
訴
訟
に
お

け
る
團
藤
重
光
教
授
の
諸
業
績
を
通
じ
て
、
訴
訟
法
の
分
野
で
も
ま
た
、
祀
述

で
は
な
い
が
、
彊
い
影
響
が
、
顯
著
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
人
の
知
る
通
り

で
あ
る
。

　
原
著
国
首
h
α
げ
H
9
昌
磯
冒
＆
Φ
園
①
o
げ
富
b
匡
一
霧
o
b
圧
9
5
鰹
。
は
、
こ
の

ザ
ウ
ア
（
≦
繭
騨
巴
目
o
Q
㊤
q
臼
）
が
、
五
〇
年
に
も
わ
た
る
研
究
の
成
果
を
大

成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
精
力
的
な
彪
大
な
敬
多
の
勢
作
の
結
果
を
集
約
し
、
簡
潔
・

李
易
な
形
で
、
實
務
家
、
お
よ
び
法
哲
學
な
ら
び
に
法
學
諸
分
科
の
研
究
者
の

た
め
に
、
自
己
の
思
想
の
概
貌
を
與
え
る
と
と
も
に
、
み
ず
か
ら
再
度
そ
の
膿

系
を
槍
謹
・
錬
磨
す
る
こ
と
を
企
圖
し
た
近
業
で
あ
る
。
表
題
は
「
入
門
」
と

あ
る
け
れ
ど
も
、
深
厚
な
研
燈
を
背
景
と
し
、
一
貫
し
た
濁
自
の
思
想
が
展
開

さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
職
後
我
國
に
流
行
の
啓
蒙
的
解
読
書
と
は
、
類
を
異
に

一
〇
二

（
七
六
〇
）

す
る
。
そ
の
企
圖
す
る
よ
う
に
李
易
に
は
必
ず
し
も
な
つ
て
い
な
い
が
、
彼
の

從
來
の
薯
書
に
比
較
す
れ
ば
よ
ほ
ど
分
か
り
や
す
い
こ
と
は
事
實
で
あ
ろ
う
。

簡
潔
な
膿
裁
は
、
と
つ
つ
き
易
い
し
、
一
流
の
廣
大
な
布
石
は
興
味
の
津
々
と

し
て
湧
出
す
る
の
を
毘
え
さ
せ
る
。
最
高
の
諸
原
理
と
卑
近
な
實
務
例
と
を
密

接
に
交
渉
さ
せ
る
そ
の
濁
自
の
方
法
の
ゆ
え
に
も
、
ま
た
、
活
き
て
躍
動
す

る
思
想
の
ド
キ
ュ
メ
ソ
ト
た
り
え
て
い
る
ゆ
え
に
も
、
恐
ら
く
は
、
小
勝
子

（
嘱
鍍
）
奈
義
こ
れ
は
、
ぢ
の
名
董
早
べ
電
の
虜
ろ
う
．
思

想
自
膿
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
法
哲
學
專
門
の
向
き
に
、
別
に
適
切
な
解
読
者

を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
課
書
は
、
ザ
ウ
ア
の
署
名
と
日
本
語
版
へ
の
序
と
を
添
え
て
、
名
著
の
、
公

式
の
、
日
本
語
版
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
ミ
ュ
ソ
ス
タ
ー
で
ザ
ウ
ア
知
人
宅
に

寄
寓
せ
ら
れ
た
峯
村
博
士
の
、
轍
多
い
外
遊
み
や
げ
の
一
つ
に
な
る
わ
け
だ
が

（
縞
錨
）
、
ザ
ウ
ア
自
身
そ
の
「
大
ぎ
な
喜
び
」
と
し
て
い
る
よ
た
、
「
ド
イ
ッ

の
法
哲
學
界
に
も
知
ら
れ
て
い
る
」
同
博
士
が
こ
の
謬
業
を
捲
當
さ
れ
た
こ
と

は
、
誰
よ
り
も
人
を
え
た
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
博
士
謹
業
の
蔭
に
は
、
あ
と
が
き
に
も
明
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
川
口

實
（
躰
轍
Y
林
脇
ト
シ
子
（
胴
Y
宮
澤
浩
一
（
胴
Y
深
谷
美
代
子
（
躰
麟
大
）
の
四
君

の
、
骨
を
惜
し
ま
ぬ
協
力
が
あ
つ
た
。
放
課
後
に
、
休
暇
に
、
何
日
と
な
く
、

峯
村
博
士
を
園
ん
で
熱
心
に
謹
書
を
瞼
討
し
、
原
稿
を
整
理
す
る
四
君
の
姿
は
、

我
々
の
徴
笑
ま
し
く
目
繋
し
て
い
た
所
で
あ
る
。
こ
れ
ら
將
來
あ
る
俊
秀
の
、

一
時
の
姿
を
刻
む
鮎
で
も
、
本
講
書
に
は
深
い
意
味
の
あ
る
こ
と
を
特
筆
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
謹
筆
は
忠
實
に
し
て
、
流
麗
。
記
號
や
組
方
に
も
留
意
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

原
書
以
上
の
親
し
み
易
く
暖
い
思
想
書
が
出
來
上
つ
て
い
る
。
峯
村
博
士
の
手



に
か
か
る
か
ら
は
、
内
容
の
愛
當
正
確
な
る
は
言
う
を
ま
た
な
い
。
沈
思
し
、

熟
考
し
、
め
い
め
い
に
己
が
思
想
を
研
磨
し
つ
つ
、
欝
か
に
頁
か
ら
頁
へ
と
目

を
う
つ
す
べ
き
好
個
の
古
典
が
、
廣
く
日
本
の
一
般
讃
者
に
提
供
せ
ら
れ
る
こ

と
に
な
つ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
固
よ
り
、
博
士
の
謹
筆
に
つ
い
て
、
全
く
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
由

來
、
謹
業
の
困
難
な
る
、
誤
認
の
絶
無
を
期
す
る
こ
と
は
先
ず
不
可
能
で
あ
る

う
え
に
、
ヶ
ア
レ
ス
・
ミ
ス
テ
イ
ク
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
多
少
の
疑
問
が
あ

る
こ
と
は
寧
ろ
當
然
の
こ
と
で
、
鐸
業
の
贋
値
を
傷
つ
け
る
も
の
で
は
決
し
て

な
い
し
、
家
に
撃
げ
る
諸
黙
も
評
者
の
側
の
誤
解
が
先
ず
大
膿
な
の
で
あ
ろ
う

と
考
え
る
。
縦
し
、
博
士
の
側
の
誤
謹
だ
つ
た
に
し
て
も
、
飴
人
な
ら
ば
、
他

で
、
丁
〆
、
・
）
大
き
な
誤
謂
を
犯
し
た
だ
ろ
う
と
い
う
意
味
で
、
諜
書
は
、
勿
論
、

依
然
と
し
て
、
優
れ
た
寄
與
た
る
を
失
わ
な
い
。

　
無
用
な
煩
難
を
避
け
る
た
め
に
、
例
を
始
の
二
章
に
限
つ
て
、
課
文
の
方
か

ら
氣
づ
い
た
黙
を
、
二
、
三
、
原
文
と
劃
照
し
て
み
よ
う
。

　
「
も
し
實
定
法
の
全
領
域
が
法
哲
學
的
に
考
え
ね
か
れ
、
か
つ
批
到
的
に
整

頓
さ
れ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
「
一
般
」
法
學
お
よ
び
「
一
般
」
國
家
學
あ

る
い
は
「
純
埣
」
法
學
お
よ
び
「
純
粋
」
國
家
學
、
と
り
わ
け
刑
法
學
、
訴
訟

法
學
、
國
際
法
學
な
ど
に
向
つ
て
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
い
う

諜
文
が
あ
る
（
財
）
。
こ
れ
を
讃
む
と
、
刑
法
學
・
訴
訟
法
學
等
は
、
普
通
一
般
の

い
わ
ゆ
る
刑
法
學
・
訴
訟
法
學
に
聞
こ
え
る
の
で
あ
る
が
、
も
し
そ
う
で
あ
る

と
す
る
と
、
何
故
、
一
般
法
學
や
一
般
國
家
學
で
な
し
に
、
　
「
と
り
わ
け
」
て

は
刑
法
學
そ
の
他
が
研
究
に
適
す
る
の
か
、
理
解
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

し
、
ザ
ウ
ア
が
從
來
、
刑
法
の
「
一
般
」
理
論
と
か
訴
訟
法
の
「
一
般
」
理
論

と
か
を
主
唱
し
て
き
た
態
度
も
心
に
ひ
つ
か
か
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
原
文
を
み

紹
介
と
批
評

る
と
、
こ
こ
は
、
大
に
し
て
は
一
般
法
學
、
小
に
し
て
は
一
般
刑
法
理
論
と
い

う
こ
と
で
、
實
定
法
の
全
域
を
法
哲
學
的
に
整
頓
す
れ
ば
、
法
學
全
豊
と
し
て

は
一
般
法
學
、
各
部
門
に
つ
い
て
は
特
殊
的
に
（
碧
雷
芭
一
）
一
般
刑
法
學
等

が
樹
立
で
き
る
（
鍔
～
〈
o
冒
賃
費
日
隣
①
ロ
）
と
言
つ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
法
律
家
の
研
究
は
到
画
に
お
い
て
完
成
さ
れ
る
」
（
瓢
）
と
い
う
の
は
、
到
噺
の

形
で
行
わ
れ
る
、
と
い
5
だ
け
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
「
法
的
に
の

み
重
要
な
原
因
」
（
即
○
）
と
い
う
の
は
、
法
的
に
は
そ
れ
の
み
が
重
要
な
原
因
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
十
一
頁
の
「
讃
擦
を
確
認
し
、
さ
ら
に
云

云
」
の
箇
所
で
は
、
「
謹
糠
を
確
認
し
」
が
謹
擦
を
取
調
べ
（
：
…
Φ
昏
Φ
耳

臼
島
Φ
ω
①
毒
巴
器
）
（
肱
鵬
難
耀
露
網
磁
部
㎏
離
蘇
）
、
「
讃
糠
決
定
」
が
謹
振
調

の
結
果
（
切
¢
≦
①
一
8
渥
9
巳
u
）
、
「
當
事
者
の
謹
言
」
は
當
事
者
の
陳
述

（
認
肪
駅
魚
嚇
）
（
℃
舘
S
貯
o
暑
鼠
ロ
磯
露
）
、
「
確
定
さ
れ
た
謹
振
」
は
前
記
謹
擦
調

の
結
果
（
島
窃
震
）
、
「
決
定
さ
れ
た
讃
族
」
は
同
じ
く
謹
抵
調
の
結
果
　
（
ω
Φ
－

≦
Φ
駐
①
彊
Φ
げ
旨
の
）
、
「
實
豊
」
は
事
實
關
係
（
の
8
馨
Φ
浮
巴
げ
）
「
お
そ
ら
く
結
果

に
お
い
て
…
…
到
達
す
る
か
も
し
れ
な
い
」
は
、
ひ
よ
つ
と
す
る
と
結
局
到
達

す
る
か
も
し
れ
な
い
（
耀
敵
鞭
蹴
胴
辮
碓
醗
齢
筒
雄
祉
自
）
、
と
、
そ
れ
ぞ
れ
改
め
ら

れ
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
し
、
反
劉
に
十
四
頁
十
二
行
の
「
謹
櫨
の
決
定
」
は

端
的
に
謹
擦
決
定
（
切
Φ
≦
Φ
一
の
げ
①
ω
魯
一
霧
）
と
「
の
」
を
落
L
て
よ
い
の
だ
と

思
わ
れ
る
。

　
他
に
も
、
「
法
律
家
は
、
た
と
え
法
理
念
に
つ
い
て
の
お
ぼ
ろ
げ
な
意
識
に

せ
よ
、
そ
れ
な
し
に
は
前
述
の
段
階
に
到
達
す
る
こ
と
は
ま
つ
た
く
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
謂
文
（
距
四
）
の
「
前
述
の
段
階
に
到
達
」
と
あ
る
部
分

は
、
（
事
實
の
確
定
・
理
解
・
解
羅
・
法
規
に
よ
る
評
便
と
い
う
）
上
記
の
段
々

梯
子
を
登
り
つ
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
す
べ
き
で
あ
り
、
「
法
理
念
は
現

一
〇
三

（
七
六
一
’
）



紹
介
と
批
評

存
の
關
係
に
お
い
て
到
決
的
創
造
と
形
成
か
ら
生
き
生
き
と
か
つ
有
機
的
に
生

成
す
る
」
と
い
う
箇
所
（
醐
）
は
、
現
存
の
關
係
に
お
い
て
で
は
な
く
、
輩
純
に
こ

の
關
係
で
は
と
し
、
到
決
的
で
は
な
く
到
噺
的
と
す
べ
き
で
あ
り
、
「
法
律
家

は
、
法
理
念
に
導
か
れ
て
す
ぐ
れ
た
判
決
を
下
す
」
と
い
う
箇
所
（
繭
）
は
、
法
律

家
が
う
ま
く
到
漸
で
き
る
場
合
と
い
う
の
は
法
理
念
に
導
か
れ
て
い
る
の
だ
と

す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
綾
い
て
「
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
道
な
き
森
を
さ
ま
よ

う
旋
人
が
目
ざ
す
方
向
を
と
つ
て
、
ち
よ
う
ど
い
い
場
所
で
廣
々
と
し
た
と
こ

ろ
へ
ね
け
出
る
の
に
似
て
い
る
」
と
い
う
箇
所
（
期
）
は
、
さ
ま
よ
う
の
で
な
し
に

行
く
の
で
あ
り
、
後
牛
も
、
望
ま
し
い
方
向
を
と
れ
ぽ
間
違
い
な
い
所
で
そ
と

に
出
る
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
四
頁
四
行
の
「
諸
國
家
の
利
盆
」
と
は
何
か
、
六
頁
下
か
ら
八
行
の

「
生
ず
る
」
は
説
明
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
、
八
頁
本
文
八
行
の
「
事

物
形
成
と
法
形
成
」
は
事
物
且
つ
法
た
る
も
の
の
形
成
で
は
な
い
か
、
十
一
頁

七
行
や
附
表
1
4
の
「
事
實
」
は
寧
ろ
要
件
で
は
な
い
か
（
目
彗
げ
霧
富
且
）
、

反
蜀
に
附
表
1
2
・
3
の
「
實
膿
」
が
（
揃
儲
ト
彫
順
↑
）
事
實
關
係
な
の
で
は
な

い
か
（
OQ
碧
専
Φ
旨
巴
貯
）
、
附
表
－
欄
外
「
到
噺
の
目
的
」
は
箪
な
る
判
漸
の
目

標
で
は
な
い
か
、
等
の
疑
問
を
も
抱
懐
し
た
。

　
假
に
探
上
げ
た
二
章
の
中
で
、
一
番
問
題
な
の
は
、
次
の
よ
う
な
適
用
例
説

明
の
部
分
だ
が
、
十
三
頁
末
尾
に
「
も
し
費
掛
代
金
訴
訟
に
劉
し
て
、
被
告
が

（
契
約
締
結
後
に
な
さ
れ
た
）
支
梯
猶
豫
を
も
つ
て
鷹
訴
し
た
と
す
れ
ば
、
彼
は

そ
の
抗
辮
に
封
し
て
暴
謹
責
任
が
あ
る
。
し
か
し
も
し
彼
が
そ
の
主
張
を
立
謹

す
れ
ば
、
原
告
は
契
約
の
締
結
に
際
し
て
既
に
支
梯
期
限
を
承
認
し
た
こ
と
に

な
り
、
麦
彿
期
限
の
な
い
契
約
締
結
に
つ
い
て
、
原
告
は
墨
讃
責
任
を
も
つ
で

あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
被
告
も
ま
た
そ
の
主
張
（
實
際
の
業
務
に
は
こ
ん
な
こ

一
〇
四

（
七
六
二
）

と
は
な
い
が
）
に
封
し
て
撃
鐙
責
任
を
負
う
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
の
は
、
原
文

か
ら
評
者
が
謬
出
す
る
と
す
れ
ぽ
、
「
被
告
が
萱
掛
代
金
請
求
の
訴
に
劉
し
て

（
契
約
締
結
後
の
）
期
限
猫
豫
を
援
用
す
る
場
合
に
は
、
被
告
は
自
己
の
抗
辮
に

っ
い
て
墨
讃
責
任
を
負
う
。
し
か
し
彼
が
原
告
は
既
に
契
約
締
結
の
際
麦
彿
期

限
を
許
與
し
た
も
の
だ
と
主
張
す
る
場
合
に
は
、
原
告
が
期
限
の
定
の
な
い
契

約
の
締
結
で
あ
つ
た
事
實
に
つ
ぎ
墨
謹
責
任
を
負
う
と
読
か
れ
る
。
（
こ
れ
で

は
相
似
た
場
合
を
別
異
に
扱
う
こ
と
に
な
つ
て
不
都
合
だ
か
ら
、
著
者
の
見
解

と
し
て
は
）
後
の
場
合
に
も
ま
た
被
告
が
、
彼
の
（
取
引
の
實
際
に
は
適
合
し

な
い
そ
の
）
主
張
に
つ
い
て
塁
詮
責
任
を
負
う
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
」
と
で

も
、
な
る
べ
き
所
の
よ
う
に
、
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

　
さ
あ
れ
、
恐
ら
く
、
以
上
は
、
こ
れ
、
す
べ
て
、
評
者
の
側
の
誤
解
で
あ
ろ

う
。
誤
解
を
、
評
者
は
、
麗
れ
、
且
つ
望
む
。
麗
れ
る
と
い
う
の
は
、
誤
解
な

ら
ば
、
不
當
に
謹
書
に
言
い
が
か
り
を
つ
け
た
と
同
一
の
結
果
に
な
る
か
ら
で

あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
た
め
に
豫
め
峯
村
博
士
の
御
寛
容
を
切
に
願
つ
て
や
ま

な
い
次
第
で
あ
る
。
他
方
、
誤
解
な
ら
ん
を
望
む
と
い
う
の
は
、
然
る
と
き
鐸

書
の
正
し
さ
は
却
つ
て
捲
保
さ
れ
て
愈
ζ
光
彩
を
放
つ
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る

が
、
縦
ん
ば
謬
書
に
二
三
の
誤
謹
が
あ
ろ
う
と
、
そ
の
た
め
謬
業
の
贋
値
に
寸

毫
の
傷
も
つ
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
と
く
に
こ
こ
に
繰
返
し
て
お

き
た
い
。

　
我
々
は
、
峯
村
博
士
の
努
力
に
よ
つ
て
、
心
の
友
と
す
べ
き
古
典
的
名
著
の

一
つ
に
、
李
生
、
母
國
語
で
接
鰯
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
文
献

解
題
か
ら
索
引
ま
で
、
併
せ
て
諜
出
せ
ら
れ
た
、
完
全
に
し
て
親
切
な
諜
本
で

あ
る
。
學
者
・
實
務
家
・
篤
志
の
學
生
の
た
め
に
、
稗
盆
す
る
所
は
多
大
な
も

の
が
あ
ろ
う
。
そ
の
螢
を
ね
ぎ
ら
う
と
と
も
に
、
我
々
は
、
峯
村
博
士
に
到
し
、



深
い
感
謝
を
捧
げ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
（
一
九
五
八
年
三
月
登
行
、

頁
、
序
文
五
頁
、
目
次
八
頁
、
勤
草
書
房
、
三
五
〇
円
）
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伊
東

一
七
六

乾
）

紹
介
と
批
評

一
〇
五

（
七
六
三
）


