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竜
樹
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
サ
l

ン
キ
ヤ
思
想

は

じ

め

関
山
口
百
)
以
前
の
状
態
、

さ
ら
に
そ
の
前
後
に
お
け
る

『サ

i
γ

キ
ヤ
煩
』

『
サ
l
γ
キ
ヤ
頭
』

(ω凶
H
H
M
F
r可
回
目

そ
の
も
の
の
位
置
に
関
し
て
不
明
な
点
が
多
い
。
近
年
こ

他
の
諸
学
派
と
同
様
に
サ
l
ン
キ
ヤ
学
派
も
そ
の
初
期
に
関
し
て
は
根
本
資
料
を
有
し
な
い
の
で
、

の
問
題
領
域
に
関
し
て
新
し
い
文
献
や
新
資
料
の
発
見
に
よ
っ
て
、

知
識
は
著
し
く
増
大
し
た
が
、

初
期
サ
l
ン
キ
ヤ
哲
学
史
全
体
か

ら
見
る
な
ら
ば
、
な
お
残
さ
れ
て
い
る
問
題
の
方
が
多
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
種
々
の
角
度
か
ら
こ
の
問
題
に
さ
ら
に
検
討

を
加
え
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。

そ
こ
で
以
下
に
仏
教
資
料
の
う
ち
か
ら
竜
樹
の
一
言
及
す
る
サ
l
γ
キ
ヤ
思
想
を
取
上
げ
る
こ
と
に

し
た
い
。

仏
教
が
明
白
に
サ
l
ン
キ
ヤ
思
想
に
対
し
て
論
及
す
る
の
は
『
婆
沙
論
』
や
『
仏
所
行
讃
』
な
ど
の
時
代
か
ら
で
あ
る
が
、
竜
樹
を
祖
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と
す
る
中
観
派
は
後
代
に
至
る
ほ
ど
熱
心
に
当
学
派
に
一
言
及
し
て
お
り
、
そ
の
資
料
は
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
中
観
派
の
う
ち
、
と

り
あ
え
ず
竜
樹
、
提
婆
、
婆
薮
の
一
群
を
初
期
中
観
派
と
呼
び
、
そ
の
諸
論
書
を
検
討
し
た
い
が
、
そ
の
理
由
は
、
何
れ
の
作
品
も
羅
什

(
三
四
四
l
四
一
二
)
の
訳
と
し
て
現
存
す
る
故
に
、
成
立
年
代
の
下
限
が
確
実
で
あ
る
こ
と
に
存
す
る
。
即
ち
著
者
性
に
疑
い
が
も
た

れ
る
論
書
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
ほ
ぼ
四
世
紀
中
葉
迄
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
竜
樹
の
年
代
は
ほ
ぼ
一
五

O
l二
五

O
年
で
あ
る
こ
と
が
一
般
に
承
認
さ
れ
て
お
り
、
初
期
中
観
派
の
作
品
は
何
れ
も
『
中
論
』
を
前
提
に
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
故
に
、

仮
り
に
真
作
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
竜
樹
よ
り
後
の
も
の
で
あ
る
点
は
確
実
で
あ
る
。
そ
れ
故
初
期
中
観
派
の
諸
論
書
は
年
代
の
上

限
・
下
限
が
定
め
ら
れ
、

し
か
も
哲
学
書
と
し
て
は
早
期
の
も
の
で
あ
る
と
言
い
得
る
。

サ
l
ン
キ
ヤ
哲
学
研
究
の
分
野
で
は
、
初
期
中
観
派
の
論
書
の
中
に
見
出
さ
れ
る
諸
資
料
は
、
従
来
わ
が
国
に
お
い
て
最
も
し
ば
し
ば



研
究
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
以
下
の
考
察
も
そ
れ
ら
先
学
の
研
究
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

(
1
)

こ
の
呼
称
は
中
村
元
教
授
『
初
期
の
ヴ
エ
ダ
l
ン
タ
哲
学
』
二

O
五

頁
に
従
っ
た
。

(

2

)

宇
井
伯
寿
博
士
、
三
論
解
題
(
「
国
訳
大
蔵
経
』
論
部
第
五
巻
)
五

l

九
頁
、
「
印
度
哲
学
史
』
二
八
七
頁
o
F
E
M
2
Z
L
h向
吋
、
民
忠
弘
司
宮

の
ミ
詰
門
出
向
て
号
H
R
h叫
h
M
U
N
h
S
崎
町
門
出
向
弓
h
H
h
h
ミ
.
H
S白
w
H，D
E
O
H
w
ロ吋

b
p円
四

日
M

・
M-

(
3
)

以
下
に
は
竜
樹
に
関
す
る
論
稿
を
収
め
た
。
提
案
等
に
関
す
る
部
分

は
別
に
ま
と
め
て
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
。

第
一
節

「
中
論
」

の
考
察

竜
樹
の
主
著
と
し
て
第
一
に
『
中
論
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
空
の
闇
明
を
目
指
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
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反
空
的
思
想
或
い
は
思
惟
と
し
て
有
部
、

サ
l
γ
キ
ャ
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
l
シ
カ
等
、
が
論
破
さ
れ
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
o

各
章
の
題
名
が

キ

示
す
通
り
、
直
接
の
主
題
は
大
部
分
仏
教
的
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
問
題
の
理
解
・
把
握
の
方
法
と
し
て
四
句
分
別
が
提
示
さ
れ
、
そ
の

が
独
立
に
論
、
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

一
々
が
破
せ
ら
れ
る
。
こ
の
四
句
分
別
の
中
に
サ

l
ン
キ
ヤ
的
思
想
等
が
現
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
各
思
想
体
系

言
わ
ば
思
惟
の
一
般
的
形
式
と
い
う
抽
象
化
さ
れ
た
型
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
、
『
中
論
』

、、

サ
l
ン
キ
ヤ
で
あ
る
か
否
か
を
断
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
思
惟
の
傾
向
と
し
て
サ

の
み
に
よ
っ
て
は
個
々
の
記
述
を
と
ら
え
て
、

ー
ン
キ
ヤ
的
で
あ
る
等
と
一
言
い
う
る
に
す
、
ぎ
な
い
。
勿
論
注
釈
書
、
特
に
後
代
の
そ
れ
に
な
る
と
、
様
々
な
仏
教
部
派
、

イ
ン
ド
哲
学
諸

派
が
参
照
さ
れ
て
い
る
が
、

竜
樹
自
身
が
果
た
し
て
実
際
に
そ
れ
ら
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
か
、

そ
れ
故

中

否
か
が
問
題
と
な
る
。

論
』
の
注
釈
書
に
お
け
る
サ
l
γ
キ
ヤ
等
へ
の
言
及
は
一
応
竜
樹
と
切
り
離
し
て
、
独
立
に
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
思
仁
川
)
そ
こ
で
以
下
に

お
い
て
は
、
『
中
論
』
の
記
述
自
体
の
中
か
ら
サ

I
γ
キ
ヤ
思
想
と
の
類
似
を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

北
大
文
学
部
紀
要



竜
樹
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
サ
l

ン
キ
ヤ
思
想

『
中
論
』
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
主
要
な
問
題
の
一
つ
に
因
果
論
が
あ
る
。
そ
の
中
で
次
の
頭
が
注
意
さ
れ
る
。

「
有
は
有
か
ら
生
じ
な
い
。
有
は
無
か
ら
生
じ
な
い
。
無
は
無
か
ら
生
じ
な
い
。
無
は
有
か
ら
生
じ
な
い
o
」

『サ

1
γ

キ
ヤ
碩
』
第
九
に
対
す
る
諸
注
釈
書
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の

こ
こ
で
は
有
と
無
と
に
関
す
る
四
句
が
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、

思
想
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

サ
I
γ
キ
ヤ
の
立
場
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
サ

l
γ
キ
ヤ
は
「
有
は
有
か
ら
生
ず
る
し
と
い
う
立

場
を
取
る
。
『
中
論
』
に
は
次
の
頚
も
見
出
さ
れ
る
。

〔

4
)

「
有
に
よ
っ
て
無
は
作
ら
れ
な
い
。
無
に
よ
っ
て
有
は
作
ら
れ
な
い
o
」

こ
れ
ら
の
思
想
は
仏
教
に
お
い
て
も
サ

l
γ
キ
ヤ
の
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
『
婆
沙
論
』
に
は
「
有
法
常
有
、
無
法
常

無
、
無
不
ν
可
ν
生
、
有
不
v
可
ν
滅
」
と
い
い
、
『
倶
舎
論
』
も
同
文
で
あ
る
。
「
有
必
常
有
、
無
必
常
無
、
無
必
不
レ
生
、
有
必
不
ν
滅
。
」
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後
に
検
討
す
る
『
智
度
論
』
に
も
内
容
的
に
は
通
ず
る
思
想
が
サ

l
γ

キ
ヤ
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
イ
シ
ド
一
般
に
お
い

て
は
「
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
l
タ
l
』
に
有
の
主
張
が
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
。

(
7
)
 

「
無
が
有
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
有
が
無
と
な
る
こ
と
も
な
い
。
」

(
8〉

勿
論
有
・
無
の
思
想
は
既
に
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ツ
ド
の
中
に
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
有
の
立
場
を
継
承
す
る
ヴ
ェ
ー
ダ
l
ン
タ
学
派
は
竜

樹
の
時
代
に
は
未
だ
有
力
と
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
右
の
頚
に
お
い
て
サ

l
γ
キ
ヤ
思
想
を
認
め
る
こ
と
に
は
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う

と
思
う
o

し
か
ら
ば
こ
の
思
想
が
『
中
論
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
か
、

を
次
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
本
書
第
一
章

「
縁
の
考
察
」
の
最
初
に
次
の
頭
、
が
あ
る
。

「
い
か
な
る
存
在
者
も
、

ど
こ
で
も
、

い
つ
で
も
自
己
よ
り
、
他
者
よ
り
、
両
者
よ
り
、
無
因
よ
り
生
じ
た
も
の
と
し
て
存
在
す
る



〈
印
〉

の
で
は
な
い
o
」

こ
の
中
の
「
自
己
よ
り
生
」
ず
る
と
い
う
説
は
、

し
得
る
で
あ
ろ
う
o

注
釈
(
釈
も
こ
の
説
を
サ
l
γ
キ
ヤ
に
帰
し
て
い
る
。
そ
れ
故
有
な
る
結
果
は
有
な
る
原
因
か
ら
生
ず
る
と
い
う
因
中

右
の
頭
と
比
較
す
る
と
、

「
有
か
ら
有
が
生
ず
る
」
と
い
う
主
張
を
指
し
て
い
る
と
解

有
果
の
主
張
が
、

結
果
は
原
因
の
中
に
お
い
て
既
に
「
自
己
」
即
ち
結
果
た
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
、
と
説
く
と
解

せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
因
中
有
果
論
の
か
か
る
理
解
が
サ

I
γ

キ
ヤ
説
と
し
て
存
在
し
た
か
否
か
が
次
に
問
わ
れ
ね
ば
な

『
ム
中
一
論
』
で
は
、

ら
な
い
。

『
中
論
』
は
無
自
性
空
の
闇
明
を
目
指
ね
げ
で
あ
る
が
、
こ
の
立
場
か
ら
の
批
判
は
当
然
自
性
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ

る
。
そ
れ
故
こ
の
視
点
か
ら
は
、
結
果
の
因
中
に
お
け
る
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
、
結
果
が
自
性
と
し
て
因
中
に
お
い
て
存
在
す
る
こ

と
、
結
果
の
自
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
把
捉
さ
れ
得
る
o

元
来
端
的
に
は
自
性
批
判
は
有
部
的
法
の
概
念
に
対
し
て
向
け

ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
因
果
批
判
に
お
い
て
サ

l
ン
キ
ヤ
と
も
関
連
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ

の
限
り
に
お
い
て
以
下
に
自
性
の
問
題
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
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と
本
性
(
有
印
町
巳
)
と
が
破
斥
さ
れ
る
。
本
章
は
一
一
煩
か

ら
成
り
、
自
性
が
存
在
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
他
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
が
、
第
七
頭
ま
で
に
お
い
て
説
か
れ
、
以
下

に
は
本
性
は
変
化
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
こ
で
先
づ
前
者
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
o

『
中
論
』
第
一
五
章
「
自
性
の
考
察
」
に
お
い
て
は
自
性
(
凹

S
σ
E
4同
)

「
自
性
が
縁
と
因
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
こ
と
は
合
理
的
で
な
い
。

う
o」

因
と
縁
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
自
性
は
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ

(

一

)

「
し
か
し
ど
う
し
て
自
性
が
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
と
な
れ
ば
自
性
は
作
ら
れ
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
他
に
相
待
し
な
い
も

北
大
文
学
部
紀
要



竜
樹
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
サ
l

ン
キ
ヤ
思
想

の
で
あ
る
か
ら
。
」

(

一

一

)

一寸

る自
か性
らおヵi
J〉無

で
あ
る
な
ら
ばJ

ど
う
し
て
他
性
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
何
と
な
れ
ば
他
性
の
自
性
が
他
性
と
言
わ
れ
る
の
で
あ

(
一
一
一
)

「
さ
ら
に
自
性
と
他
性
な
く
し
て
ど
う
し
て
存
在
者
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
何
と
な
れ
ば
自
性
或
い
は
他
性
が
存
在
す
る
と
き
に
存

在
者
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
o
」

(
四
)

「
も
し
も
存
在
者
が
成
立
し
な
い
な
ら
ば
無
は
成
立
し
な
い
。
何
と
な
れ
ば
人
々
は
存
在
者
の
変
化
を
無
と
一
言
う
か
匂
」

(
五
)

次
の
二
頭
に
お
い
て
経
証
な
い
し
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
引
い
て
い
る
。

右
の
自
性
主
張
者
に
よ
れ
ば
自
性
の
存
在
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
ら
ば
そ
の
自
性
が
衆
縁
を
ま
っ
て
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は

あ
り
得
な
い
。
従
っ
て
衆
縁
は
無
用
で
あ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
自
性
の
概
念
に
つ
い
て
本
章
第
一
頭
の
注
釈
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
問
日
諸
法
各
有
レ
性
。
以
レ
有
二
力
用
一
故
。
如
τ瓶
有
-
一
瓶
性
一
。
布
有
中
布
性
上
。
是
性
衆
縁
令
時
則
出
O
L

「
敵
者
云
わ
く
、
存
在
者
の
自
性
は
(
原
因
の
中
に
予
め
)
存
在
す
る
。
何
と
な
れ
ば
そ
れ
を
作
り
出
す
因
縁
を
取
る
故
に
。
こ
の

世
に
お
い
て
存
在
し
な
い
も
の
、
例
え
ば
空
華
を
作
り
出
す
因
縁
を
取
る
こ
と
は
な
い
。
」

諸
法
の
自
性
、
が
「
力
用
」
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
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瓶
の
自
性
と
は
、
瓶
の
瓶
と
し
て
の
「
あ
り
か
た
」
「
本
質
」
を
意
味

し
て
い
る
。
こ
れ
は
有
部
に
お
け
る
自
性
の
概
念
で
あ
る
と
一
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
o

と
こ
ろ
で

「
智
度
論
』

は
サ
l
γ
キ
ヤ
の
因
中
有
果
説
の
立
場
を
説
明
し
て
、
因
中
に
果
の
性
が
存
す
る
こ
主
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る。

「
誓
如
=
一
泥
丸
中
具
有
一
一
恥
針
牢
官
一
、
以
v
泥
為
v
瓶
、
破
v
瓶
為
レ
主
サ
)



こ
こ
に
言
う
「
瓶
入
誌
等
性
」
は
青
目
の
言
う
瓶
に
お
け
る
瓶
性
な
ど
と
同
一
の
概
念
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
D

そ
し
て
か
か
る

概
念
は
、
瓶
等
に
は
そ
れ
ら
の
本
質
と
し
て
の
泥
性
が
存
す
る
と
い
う
サ

l
γ

キ
ヤ
(
及
び
ヴ
ェ
ー
ダ
l
シ
タ
)

の
立
場
と
は
対
立
的
で

あ
る
。
試
み
に
ウ
v
ダ

l
ラ
カ
の
教
説
を
見
る
と
、

「
一
個
の
土
塊
に
よ
っ
て
土
よ
り
成
る
全
て
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
変
異

Z
E
E
)
と
は
言
葉
に
よ
る
把
捉
(
品
ロ
同
号

B
5
2
5
)
で
あ
り
、
名
称
(
ロ
宮
包

5と
で
あ
る
o

土
と
い
う
こ
と
の
み
が
真
理
で
あ
ヲ
ヤ
ピ

ま
た
彼
は
現
象
的
な
事
物
は
全
て
熱
・
水
・
食
物
よ
り
成
る
と
説
く
が
、
そ
の
立
場
か
ら
、

「
火
の
赤
い
色
は
熱
の
色
で
あ
り
、
白
い
ハ
色
)
は
水
の
(
色
)
で
あ
り
、
黒
い

(
色
)
は
食
物
の
(
色
)
で
あ
る
o

(

そ
れ
故
に
)

火
(
品
巳
)

か
ら
火
性
(
日
関
口
日
守
釦
)
は
解
消
し
て
し
ま
っ
た
。
変
異
と
は
言
葉
に
よ
る
把
捉
で
あ
り
、
名
称
で
あ
る
o

三
つ
の
色

と
い
う
こ
と
の
み
が
真
理
で
あ
る
己

こ
の
ウ
ッ
ダ
l
ラ
カ
の
教
説
が
ヴ
ェ
ー
ダ
1
ン
タ
哲
学
の
根
幹
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

右
に
お
け
る
火
性
玄
関
口
目
立
日
)
即
ち

一昔3-

火
の
火
と
し
て
の
固
有
性
と
『
智
度
論
』
な
ど
の
瓶
性

(mEす
守
山
)
と
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
両
者
の
概
念
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
り
な
が

ら
、
し
か
も
評
価
が
対
立
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
o

結
釆
の
本
質
は
原
因
と
同
一
で
あ
る
、
が
、
結
果
の
多
様
相
・
特
殊
相
は

「
言
葉
に
よ
る
把
捉
」
一
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
思
想
は
、
因
果
関
係
に
つ
い
て
明
確
な
観
念
を
与
え
て
い
る
o

こ
れ
は
青
目
に
よ
っ
て
も
次

の
よ
う
に
言
及
さ
れ
て
い
る
o

「
問
回
、
因
不
一
一
尽
滅
-
、
但
令
苧
滅
、
而
因
体
変
為
ν
果
o

如
下
泥
団
変
説

ν
瓶
、
失
一
一
泥
団
名
一
、
而
瓶
名
土
日

そ
れ
故
当
時
の
サ
1
ン
キ
ヤ
派
も
か
か
る
学
説
を
奉
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
有
が
変
化
し
得
る
た
め
に
は
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
無

を
媒
介
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
因
中
有
果
の
主
張
は
結
果
の
因
中
に
お
け
る
有
を
積
極
的
に
主
張
す
る
た
め
に
、

か
か
る
意
味
の
無

北
大
文
学
部
紀
要



竜
樹
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
サ
l
γ

キ
ヤ
思
想

が
理
論
的
な
弱
点
と
な
る
。
サ
l
γ

キ
ヤ
に
反
対
す
る
人
々
は
、
有
を
有
と
し
て
一
貫
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
弱
点
を
暴
露
し
ょ

う
と
す
る
。
『
中
論
』
に
お
け
る
方
法
も
そ
れ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

有
を
自
性
と
し
て
把
握
し
、

そ
の
論
理
的
矛
盾
を
衝
く
の
は
そ
の

た
め
で
あ
る
o

こ
の
よ
う
に
解
し
て
よ
い
な
ら
ば
、
か
か
る
自
性
批
判
は
単
な
る
有
部
批
判
を
こ
え
て
反
空
的
思
想
一
切
に
向
け
得
る
こ

と
と
な
る
o

そ
れ
と
同
時
に
こ
れ
は
外
教
の
批
判
的
把
握
で
あ
る
と
一
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
『
大
智
度
論
』
に
お
け
る
瓶
性
が
そ
れ
で
あ

ろ
う
o

従
っ
て
忠
実
な
紹
介
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
『
中
論
』
の
自
性
批
判
は
サ
l
γ

キ
ヤ
の
み
を
対
象
と
し
な
い
。
む
し
ろ

主
と
し
て
有
部
を
指
示
し
て
い
る
と
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
叙
事
詩
な
ど
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
世
界
原
因
と
し
て
の
自
性
は
、

味
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
自
性
と
は
異
る
で
あ
ろ
治

「
お
の
づ
か
ら
な
る
性
質
、

天
然
自
然
」
と
い
う
ほ
ど
の
意

次
に
『
中
論
』
は
自
性
の
否
定
か
ら
他
性
の
否
定
に
導
き
、
最
後
に
存
在
者
の
否
定
を
結
論
し
て
い
る
。
こ
の
論
理
の
進
め
方
は
第
一

章
「
縁
の
考
察
」
の
場
合
と
全
く
同
様
で
あ
る
。
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「
存
在
者
の
自
性
は
諸
の
縁
の
中
に
は
存
在
し
な
い
。
自
性
が
存
在
し
な
い
か
ら
他
性
も
存
在
し
な
い
O
L

「
諸
の
無
自
性
な
る
存
在
者
に
は
実
在
性
が
存
し
な
J

M

J

(

一
O
)

相
対
的
な
る
自
と
他
、
有
と
無
の
否
定
は
こ
の
外
に
も
『
中
論
』
で
は
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
論
法
で
あ
る
。

(一一一)

と
こ
ろ
で
こ
れ
と
似
た
論
理
が
マ
ハ

1
パ

1
ラ
タ
第
一
二
巻
に
見
出
さ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
検
討
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
次
の
通
り

で
あ
る
o「

と
こ
ろ
で
存
在
者
な
し
に
自
性
に
よ
っ
て
(
一
切
を
)
見
る
者
は
無
知
で
あ
る
o

(
誤
っ
た
)

推
論
を
離
れ
た
者
は
叡
智
に
よ
っ

て
一
切
を
養
う
o
」

(一一一)



、、

「
自
性
が
絶
対
的
に
原
因
で
あ
る
と
考
え
る
者
は
、
草
の
さ
や
を
除
く
(
の
と
同
様
に
)
、
何
も
の
を
も
獲
得
し
な
い
o
」

「
こ
の
主
張
に
よ
っ
て
(
他
人
に
)
説
く
少
智
者
は
、
自
性
が
原
因
で
あ
る
と
考
え
て
、
解
脱
を
獲
得
す
る
こ
と
が
な
い
。
!
一
(
五
)

「
何
と
な
れ
ば
自
性
と
は
迷
妄
・
業
・
意
よ
り
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
破
滅
に
導
く
か
ら
で
あ
る
o

自
性
と
他
性
の
両
者
に
関
し

て
こ
の
こ
と
が
言
わ
れ
た
o
」

(
四
)

(
六
)

」
れ
は
存
在
者

(F雪
印
)

そ
の
た
め
に
自
性
及
び
他
性
を
否
定
す
る
o

」
の
結
論
は
「
中
論
』
と

の
確
立
を
目
指
す
の
で
あ
る
が
、

丁
度
正
反
対
で
あ
る
o

と
こ
ろ
で
有
部
が
自
性
の
実
在
を
主
張
し
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
が
、
無
畏
註
に
は
「
諸
法
は
自
性
あ
る
の
み
な

る
べ
却
と
こ
の
立
場
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
右
の
第
四
詩
と
比
較
し
得
る
o

存
在
者

(σF向
)
の
語
は
「
中
論
』
に
お
い
て

法
と
同
義
で
あ
る
が
、
し
か
し
自
然
的
存
在
を
も
併
せ
含
め
る
と
言
わ
れ
る
o

右
の
引
用
に
お
い
て
も
こ
れ
が
自
然
的
存
在
を
意
味
す
る

こ
と
は
、
直
後
に
耕
作
な
ど
と
並
ん
で
、
乗
り
も
の
、
坐
席
、
家
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
o

と
こ
ろ
で
仏
教
に
お
い
て

も
乗
り
も
の
、
家
な
ど
が
単
に
名
称
の
み
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
早
く
か
ら
説
か
れ
て
お
り
、
有
部
に
お
い
て
は
実
有
と
区
別
さ
れ
た
仮

有
と
呼
ば
れ
て
い

ur
従
っ
て
右
の
引
用
は
有
部
的
立
場
の
正
反
対
を
主
張
ト
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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(
右
の
第
三
詩
参
照
)

し
か
も
そ

の
論
法
は
『
中
論
』
に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
o

ま
ず
第
五
詩
は
次
の
『
中
論
』
の
煩
の
「
存
在
者
の
有
・
無
」
を
「
自
性
」
と
置

き
換
え
る
な
ら
ば
類
似
点
が
あ
る
で
あ
ろ
う
o

「
諸
の
存
在
者
の
有
と
無
を
見
る
少
慧
者
は
(
真
に
)
見
る
べ
き
吉
祥
な
る
寂
静
を
見
な
い
ご

第
六
詩
の
自
性
が
迷
妄
等
か
ら
生
ず
る
、
と
い
う
こ
と
は
そ
の
ま
ま
の
言
葉
を
『
中
論
』
の
中
に
見
出
し
得
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

一
「
貧
り
・
臆
り
、
迷
妄
は
思
惟

(
S
S
E
-官
)
よ
り
生
ず
る
」
(
凶
凶
口
H
-
H
)

「
(
心
(
円
吉
田
)
の
対
象
が
滅
す
る
な
ら
ば
、
一
言
語
に
よ
っ
て
言

い
表
わ
さ
れ
る
も
の
も
滅
す
る
」
(
凶
〈
H

H

F

3

或
い
は
思
惟
・
分
別
な
ど
を
戯
論
(
有
名
田
町
口
同
)
な
り
と
断
定
す
る
こ
と
と
同
じ
立
場
を

北
大
文
学
部
紀
要



竜
樹
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
サ
l

ソ
キ
ヤ
思
想

示
し
て
い
る
と
考
え
得
る
o

何
も
の
を
も
獲
得
し
な
い
」
と
い
う
表
現
は
、
直
ち
に

を
引
裂
い
て
も
何
も
の
を
も
得
な
い
明
と
い
う
慣
用
的
な
喰
を
想
起
せ
し
め
る
v

『
中
論
』
で
は
(
恐
ら
く
般
若
経
典
を
継
承
し
て
)
幻
・
夢
・
麗
気
棲
な
ど
の
鳴
が
用
い
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、

ま
た
青
目
は
「
如
芭
蕉
樹
求
ν
実
不
可
得
、
但
有
一
一
皮
葉
こ
と
述
べ
て
い
る
。

第
四
詩
に
「
草
の
さ
や
を
除
く
(
の
と
同
様
に
)
、

原
始
仏
教
以
来
の

「
芭
蕉
の
茎

(
E
E
-
P
E
E
E
)

『
六
十
顕
如
理
論
』

(
第
二
七
掲
)
に
あ
り
、

右
の
諸
点
よ
り
も
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
自
性
と
他
性
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
o

同
〕
印

E
σ
E
E
の
語
が
他
性
の
意
味
で

用
い
ら
れ
る
こ
と
は
琵
語
辞
典
に
は
見
出
さ
れ
な
い
か
ら
、
仏
教
の
、
し
か
も
直
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
特
に
『
中
論
』
の
用
語
を
取
り

入
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
o

こ
の
こ
と
は
叙
事
詩
の
注
訳
家
が
こ
の
語
の
意
味
を
正
し
く
と
ら
え
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
確

か
め
ら
れ
る
。
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以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
か
ら
、
叙
事
詩
の
右
の
詩
句
は
「
中
論
』
の
論
理
を
も
「
て
有
部
的
な
仏
教
思
想
を
攻
撃
し
て
い
る
の
で
あ
る

と
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
o

そ
し
て
こ
こ
に
言
う
自
性
及
び
他
性
の
概
念
が
叙
事
詩
に
お
い
て
は
極
め
て
異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
知

ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
も
『
中
論
』
の
自
性
が
そ
の
ま
ま
直
ち
に
サ

1
ン
キ
ヤ
を
指
し
て
は
い
な
い
こ
と
が
言
い
得
る
と
思
う
o

次
に
再
び
『
中
論
』
に
一
戻
っ
て
、
第
八
・
九
碩
に
お
い
て
本
性
が
論
難
さ
れ
る
。

「
も
し
も
本
性
上
存
在
性
が
存
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
の
非
存
在
性
は
な
い
で
あ
ろ
う
o

何
と
な
れ
ば
本
性
が
変
化
す
る
こ
と
は
全
く

不
合
理
で
あ
る
か
ら
o
」

(
八
)

「
本
性
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
何
に
変
化
が
起
る
で
あ
ろ
う
か
。

か
c
」

ま
た
本
性
が
存
在
す
る
な
ら
ば
何
に
変
化
が
起
る
で
あ
ろ
う

(
九
)

こ
こ
で
は
本
性
が
変
化
と
い
う
視
点
か
ら
論
破
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
は
こ
れ
は
サ

l

ン
キ
ヤ
の
根
本
原
質
と
し
て
の
育
長
三



で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

(
位
)

『
中
論
』
で
は
こ
の
語
は
外
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
本
章
で
は
第
六
・
七
頭
は
「
自
性
」
に
関
す
る
総
括
で

あ
り
、
第
一

0
・
一
一
頭
は
「
本
性
」
に
関
す
る
そ
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
第
八
日
明
の
前
半
と
殆
ん
ど
同
一
の
内
容
で
あ
る
第
一
一
頭
に

は
有
印
}
内
邑
で
な
く
て
若
山
ゲ
}
戸
間
〈
imw

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
は
む
し
ろ
両
者
が
こ
こ
で
は
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

と
も
言
い
得
る
o

例
え
ば
他
の
と
こ
ろ
で
は
寄
与
rm吉
田
が
変
化
に
対
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
o

両
者
を
同
義
と
し
て
扱
う
こ
と
は
般
若
経

典
に
も
見
出
さ
れ
る
o

例
え
ば
『
二
万
五
千
頚
般
若
)
』
に
お
い
て
は

3
5
w
E
T同

F
3
5
Tこ
長
官
官
、
が
並
挙
さ
れ
て
破
さ
れ

て
い
る
。
従
っ
て
『
中
論
』
も
こ
れ
を
承
け
て
い
る
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
o

し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
『
中
論
』
に

お
け
る
寄
与

E
S
の
圧
倒
的
な
用
例

r対
す
る

B
Z
Z
の
局
限
性
は
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
故
両
語
は
『
中

論
』
に
お
い
て
同
義
で
あ
る
が
、

同

)
E
F
E
の
う
ち
に
は
サ

l
ン
キ
ヤ
的
な
意
味
を
も
含
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
一
言
っ
て
よ
い
で
あ

最
後
に
第
四
章
「
五
離
の
考
察
」
に
お
い
て
色
(
H
D
官
)
と
色
因
守
口
官

-EE宮
)
の
関
係
に
つ
い
て
論
ず
る
中
に
次
の
頭
が
あ
る
。

「
結
果
が
原
因
に
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
o

結
果
が
原
因
に
似
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
不
合
理
で
あ
ん
♂
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ろ
う
o

サ
ー
ソ
キ
ヤ
哲
学
に
お
い
て
も
因
た
る
根
本
原
質
と
果
た
る
開
展
物
と
の
相
似
・
不
相
似
を
説
く
の
で
、
右
の
論
難
は
サ
l
γ

キ
ヤ
を
予

想
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
表
現
自
体
は
一
般
的
で
あ
る
か
ら
、
問
題
の
普
遍
性
を
考
え
る
な
ら
ば
、
断
定

は
困
難
で
あ
る
。
単
に
類
似
性
を
指
摘
し
得
る
に
と
ど
ま
る
o

と
し
て
重
視
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

『
中
論
』
に
は
以
上
の
外
に
各
所
に
因
果
論
へ
の
攻
撃
が
見
出
さ
れ
る
o

そ
の
論
理
は
中
観
派
に
よ
る
因
果
論
批
判
の
原
型
た
る
も
の

丁
度
『
中
論
』
に
お
け
る
認
識
論
批
判
が
、
『
広
破
論
』
や
『
廻
童
巴
に
お
い
て
は
じ
め
て
明
白

に
ニ
ヤ
l
ヤ
派
的
論
理
学
批
判
と
し
て
の
具
体
的
な
形
態
を
取
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
、

『
十
二
門
論
』

に
お
い
て
サ
l
ン
キ
ヤ
的
因
中

北
大
文
学
部
紀
要



竜
樹
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
サ
I
ン
キ
ヤ
思
想

し
た
い
。

有
果
論
へ
の
批
判
が
ま
と
ま
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
後
に
『
十
二
門
論
』
を
検
討
す
る
際
に
『
中
論
』
を
も
併
せ
考
察
す
る
こ
と
と

「
百
論
両
品
正
破
二
外
遊
有
無
、
中
論
ロ
問
品
被
内
道
有
無
」
(
士
口
蔵
『
十

二
門
論
疏
』
巻
上
末
、
大
正
四
二
、
一
八
七
頁
下
、
一
一
五

i
二
六
行
。
」

(
1
)

例
え
ば
安
井
広
済
氏
『
中
観
思
想
の
研
究
』
一
一
一
一
一
頁
参
照
。

(

2

)

口
問
ゲ
「
削
〈
位
]
い
仰
MN白円。

r
y凶〈
o
r
r附く
D
w
r
y
m凹
〈
山
口
口
問
]
帥
可
mzo¥

口問
σ
r削
〈
削
』
』
同
三
円
o
d
r削〈
o
d
r削〈
D
r
r問
〈
間
口
口
問
』
同
日
刊
目
立
ゆ
¥
¥
}
内
u
p

HN・
な
お
次
の
績
を
も
参
照
。

「
有
な
る
法
も
、
無
な
る
(
法
)
も
、
有
に
し
て
無
な
る
(
法
)
も
生

じ
な
い
な
ら
ば
」

ロ
回
目
白
ロ
ロ
ザ
g
g
m
m
ι
田
宮
ロ
ハ
デ
R
5
0
百
三
R
Z
R
ヨ
仏
間
¥HWJZσ
・

(

3

)

拙
稿
「
マ

l
ダ
ヴ
ァ
「
全
哲
学
綱
高
官
』
の
一
考
察
」
(
「
古
代
学
』
第

一
一
一
巻
、
第
二
・
三
号
、
九
五
[
六
頁
)
参
照
。

(

4

)

∞
民
間

g

r
ュ
ヨ
芯
白
川
広
告
白
問
団
主
同
庁
ぞ
え
仰
向
白
百
三
〈
HHF
∞
与

(

5

)

巻
一
九
九
。
大
正
一
一
七
、
九
九
七
頁
、
上
一
一
一
I
l
一一一一行。

(
6
〉

巻

二

O
。
大
正
二
九
、
一

O
六
頁
、
上
、
一
七
|
一
八
行
。

(

7

)

ロ割問

2
0
1仏可同門。

r
r同〈
D
尽に
ur問ぐ
o
i品百件巾

g
S
V
¥
出

E
間内定目

包
間
同
仲
間
口
・
同
由
同
σ
H叫，
m
H
2田町同戸包戸ハ同日開仏

ω阿ハ・由一一
Z
可
間
百
Bmw出
官
民
-

H)同・口・円】・

2H・日目。
M白
・
(
民
ωω
・)円司・口同
ω々
回
ggfgHHHσ
ゲ同
5
7
口問

n
m
F
ω
t
s
g
ヨ
ロ
蜘
小
田
正

(J円∞
-
E日
・
ぢ

J円∞
-H〈
-HN)
山
口
抑
留
宮
山
門
ヨ
由
a

* 

-
u
r
z
f
g
g
g
同
月
目
岳
山
口
白
日

(Z∞
-
F
H
-
M叩・

(urωω
・
司
・
ロ
日
)

(
8
)

河
〈
-
M
-
H
N由
・
回
忌
-
C℃
-
F
ω
・
回
一
わ
ゲ
山
口
-
C
H
V
-
H
H
H
L
U
w
r

〈
H
U
N
W
H
U
吋
巴
2
・
C
口
・
口
"
∞

-
H
一
口
u
?
H
-

(
9
)

中
村
元
教
授
寸
初
期
の
ヴ
ェ
ー
ダ

l
ン
タ
哲
学
』
二

O
六
、
一
一
一
一
一

頁
参
照
。

(ω
〉

g

s
田
件
。
ロ
削
百
円
)RmwHO
口
問
仏
〈
白
山
σrU1旧
日
ロ
帥
℃
可
白
y
o
z
z
r
¥

ロ
仲
間
出
口
口
問
』
同
門
戸
〈
ト
ハ
同
可
何
百
円
m
r
r悶〈山
r
rく印口田口
m
w巾円
mwロ
ω¥¥HV
一{・

(日
)

M

V

ミ
認
さ
時
代

FEh出
向
甘

-
g
R・
『
般
若
灯
論
』
大
正
一
二

O
、
五
二
頁
下
。

チ
ベ
ッ
ト
訳
、
北
京
版
、
第
九
五
巻
、
一
五
五
頁
、
四
、
第
三
行
以
下
。

但
し
サ

1
γ

キ
ヤ
の
外
に
も
、
『
婆
沙
論
』
以
来
有
部
に
お
い
て
実
有

な
る
法
に
お
け
る
三
世
の
確
立
と
い
う
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

(
そ
の
う
ち
法
救
の
説
を
「
倶
舎
論
」
は
サ

l
γ

キ
ヤ
と
同
一
と
断
じ

て
い
る
程
で
あ
る
。
)
こ
れ
も
考
慮
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
中
村
元
教

授
「
説
一
切
有
部
の
立
場
」
(
『
倫
理
学
年
報
』
第
七
輯
〉
二
五

O
頁
参

照。

(
ロ
〉
中
村
元
教
授
「
空
の
考
察
」
(
『
干
潟
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
』
)
参

照。

(
臼
)
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S
E
5
5
2
m
y
ω
g
r
y
M〈
EVNm
吉町
S
F
買
え
3
E
Z
z
r
z
r
¥

}
戸
市
門
戸
電
伊
丹

VNmvssrr口
g
f
2
ω
r
r
T
m
f
z
z
z
r
r
宅
ゆ
え
¥



(
凶
)

回話
r
z
s
f
X門田
rc
口町山
B
m
r
r
i咽
百
円
片
宮
口
m
r
r伊
丹

E
B
¥

白

F
E
B会

ω
g
r
r問〈
G
E
E
S目
uorsf
司
民
主
5
8
¥
¥

rcHmwr
聞く
mwty問〈
mwmw可凹
σrm同
〈
巾
司
ω円凶
ryM同〈
crrω
〈
FA3占
丘

¥

mJ、州
wrr同〈凶
fv
旬

mwsrr仰
42回同
mH
司
ω
g
r
r山〈
c
r
H
r
m
Z
F
M雨戸件。¥¥

回〈凶
r
r削
〈
告
白
g
r
y悶〈凹
σ
耳
U
B
叫門
m
r
y削
話
f
E
s
f
H
V口
出
回
廿
¥

凹4〈日
r
r聞くぬ甘印一
s
r
r山
〈
何
〈
削
仲
間
mwtryh同〈
c
r
F
m
F門凶
}HV刊
凶
己
¥
¥

σ}戸川匹〈白
ω『釦円角川〔円山口片山田
F内山仏
FHH
同
σ「聞く
0

口
mw-〈
mw
丘《

HY〕
『
同
古
¥

rFM吉
田
凹
ヨ

Z

S
苦
手
町
田
r
E〈同
HHM
谷
町
聞
く
m
g
σ
E
S
H
O
守
口
同

r
¥
¥

(
叩
山
〉
「
若
一
法
有
二
自
体
-
者
則
佐
川
一
一
起
義

-
q般
若
灯
論
』
大
正
三

O
、

九
三
頁
下
。
)

(
日

υ
)

(
υ
ω
)
 

(
げ
)

(

m

u

)

「
も
し
も
諸
の
存
在
者
:
:
:
に
自
性
が
存
す
る
な
ら
ば
、
し
か
ら
ば

存
在
す
る
も
の
に
と
っ
て
因
縁
は
何
の
用
が
あ
ろ
う
か
。
」
(
可
包
-HrrhHa

品
ロ
E
H
2与
E

5
♂
C

在
日
正
剛
氏
但
〈
広
三
百
間
口
山
口
M
Z
H
Z
z
-
v
p
a

qa白
日
同
宮
山
吉
]
ω
E
B
-
-
P
E田
口
口
毛
色
川
目
白
-
N
3
・
中
町
・
)
羅
什
訳
で

は
第
一
一
偵
の
前
半
「
縁
と
因
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
」
と
い
う
句
が
「
衆

縁
中
有
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

(
却
)
車
円
目
釈
『
中
論
』
大
正
三

O
、
一
九
頁
。

(
幻
〉
白
H
U
E
A『
広
三
門
戸
ぬ
ぐ
m
r
y
m同乱口間同何回

ω〈
阻
害
M
Z
D
H
m口
三
宅
包
長
守

ym門口町岡山片山刊凶可
D日)町田門目印口問↓
[¥HYmw
可
田
口
口
仙
ω門H
ロ印片山切可
mw
ロ
H引口同仏印町内凶
ymW47HE

買
え
苫
吉
田
V包
同
E
B
自
己
ヨ
任
問

5
3
8円
)
申
告
と
¥
H
v
g
g目
白
山
富
駐
日
】
・

日
日
夕
日
目

ω
・
『
般
若
灯
論
』
ハ
大
三

O
、
九
三
一
頁
中
)
に
石
女
、
発
行

者
及
び
そ
の
子
供
の
仏
怖
を
出
し
て
い
る
の
も
ほ
ぼ
同
じ
趣
意
で
あ
ろ

北
大
文
学
部
紀
要

う
O 

(
刀
)
稲
津
紀
三
氏
「
竜
樹
哲
学
に
於
け
る
物
自
性
の
問
題

l
(中
論
観
有

無
口
問
の
研
究
及
び
解
釈
)
|
(
(
中
)
」
『
哲
学
研
究
』
第
一
一
一
一
巻
第
二

冊
、
昭
和
一
一
一
年
二
月
、
五
三
一
頁
以
下
参
照
。

(
幻
〉
中
村
教
授
「
説
一
切
有
部
の
立
場
」
特
に
二
四
コ
一
ー
ー
二
四
六
頁
参

照。

(
川
口
)
『
大
智
度
論
』
巻
七

O
、
大
正
二
五
巻
、
五
四
六
頁
下
、
二
六

l
二

七
行
。

(
必
〉
ハ
U
Y
間口

-
C司
・
〈
H

・
H
-

品
・
な
お
以
下
に
銅
、
鉄
に
つ
い
て
も
同
じ
こ

と
を
言
う
。

(
お
)
(
リ
ゲ
臥
ロ

C
℃
・
〈
戸
品
-

H

・
以
下
に
太
陽
・
月
・
稲
妻
に
つ
い
て
同
じ

こ
と
が
説
か
れ
る
。

(
幻
)
大
正
=
一

O
巻
、
二
七
頁
上
、
四

l
六
行
。

(
お
〉
例
え
ば
『
十
二
門
論
』
な
ど
に
は
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

(
m
U
)

も
し
も
『
智
度
論
』
の
瓶
性
が

m
E
Z
H
S
の
訳
で
な
か
っ
た
と
す

る
と
、
『
中
論
』
の
自
性
と
サ
l
ン
キ
ヤ
と
の
関
係
は
さ
ら
に
遠
く
な

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
点
は
『
智
度
論
』
が
漢
訳
と
し
て
の
み
存

す
る
の
で
、
訳
文
を
批
判
的
に
扱
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
玄
央
の
-
訳

し
た
『
稔
伽
師
地
論
」
に
「
果
性
」
と
い
う
語
が
あ
る
が
、
先
本
は
全

て
単
に
司
『
白
『
で
あ
っ
て
、
立
出
-
山
門
〈
戸
と
な
っ
て
は
い
な
い
。
大
正
三

O
巻
、
三
0
=
一
頁
、
下
、
一

O
行
以
下
。
焚
本
〈
O]・
F

℃
-
H
H
P
H
H同・

(
却
)
例
え
ば
云
与
削
σ
E
E
S
(口
E
-
s
-
m
L・)
M
F
N
o
p
ω

一
NHN-斗
w
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(
A
U
)
ζ
z
-
F
N∞
ω
一
ω
Z
.
H
H
F
E
H
一同〈・

Hミ・

(
叫
)
但
し
吉
ω円

rmH
と
い
う
語
形
は
辞
書
に
見
出
し
得
な
か
っ
た
。

σ
5
T

rhH(2H27・
H
U
E
E凶ハ同門日間
EmW7EM4m凶〈
C
噌
印
・
く
-
t
E
U
)

が

J
目

T
M
F
(
H

m}内山口
L
E
u
m
g
Bゲ
ω)
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
て
出
来
た
語
で
あ
ろ
う
か
。

異
本
を
見
る
と

E
r聞
と
の
連
関
、
が
あ
る
ら
し
い
。

(
校
訂
版
脚
注
参
照
)

(
必
)
〈
口
・

ω品
山
阿
〈
口
"
日
印
山
凶

MHHHw
∞
w
由・

(
げ
叩
〉
大
正
一
二

O
、
一
七
頁
下
、
六
行
。

(
円
引
)
目
下
の
と
こ
ろ
般
若
経
典
を
調
査
す
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
果
た
し

て
こ
れ
が
『
中
論
』
の
み
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
断
定
し
得
な
い
。

た
だ
般
若
経
典
に
は
『
中
論
』
の
ご
と
き
論
理
的
論
証
が
な
い
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
暫
定
的
な
推
定
に
も
と

e
つ
い
て
一
応
『
中
論
』

に
よ
っ
て
代
表
せ
し
め
た
。
例
え
ば
わ
口
口
忠
一
ー
ミ
ミ
号
凡
色
目
的
¥
口
、
日

U
R
N
S
B号、
H-hiHhN町
、
、
a'K出
向
』
宮
、
S
E
N
H
h
h民同町、、白
NN号
、
同
に
よ
る
と

宮
g
σ
E
S
に
つ
い
て
は
〉
丘
町
山
含
E
E
E
E
E

の
一
箇
所
と
、

3
3
t
r同
〈
中
小
田
HMV占
片
同
に
つ
い
て
M
V

丸山口問
4
1
B
P
E
E
Y
ω
回
口
『
同
(
巴
∞
-

由
民
・
)
の
一
箇
所
の
み
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
後
者
に
つ
い
て
み
る

と
「
中
論
』
(
従
っ
て
当
商
の
叙
事
詩
〉
の
ご
と
き
論
理
構
造
と
は
無
関

係
で
あ
る
と
一
言
っ
て
よ
い
。

な
お
、
他
性
の
概
念
そ
の
も
の
は
比
較
的
後
代
に
恐
ら
く
有
部
系
で

成
立
し
た
か
、
或
い
は
少
な
く
と
も
特
に
有
部
系
統
と
密
接
な
関
係
を

有
す
る
。
『
品
類
足
論
』
(
巻
二
、
大
正
二
六
、
六
九
七
頁
、
上
二

l
四

行
)
に
は
未
だ

北
大
文
学
部
紀
要

、
、
、
、

「
云
何
有
執
受
。
謂
自
体
所
摂
眼
処
。

云
何
無
執
受
。
謂
非
二
一
自
体
所
摂
一
限
処
。
」

と
云
う
の
み
で
あ
る
が
『
婆
沙
論
』
(
五
九
巻
、
大
正
一
一
七
、
=
一

O
六

、、

頁
中
、
一
五
四
巻
、
七
八
五
頁
中
)
で
は
、
諸
法
は
、
自
性
を
摂
し
て

他
性
を
摂
し
な
い
と
述
べ
、
こ
れ
は
『
阿
昆
曇
心
論
』
(
巻
一
、
大
正
二

八
、
八
一

O
頁
、
中
六
行
以
下
)
以
下
『
倶
舎
論
』
(
巻
一
、
大
正
二

九
、
四
頁
、
中
一
八
行
)
に
至
る
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。

(
必
)
日
出
E
H恒

σ
E
g
u
E
E
宮

5
5山
門
岳
山
℃
吋
山
口
凶
}
内
向
片
品
門
司
印
Hmrrrmzc

三
円
寸

m
w
(校
訂
版
附
録
司
-
N
H∞
N)
こ
こ
で
は
宮
E
が

ω
g
に
対
す

る
単
な
る
相
対
関
係
に
あ
る
こ
と
が
全
然
気
づ
か
れ
て
い
な
い
。

(
紗
)
ニ

l
ラ
カ
ン
タ
の
テ
キ
ス
ト
に
は

U
R
o
r
r臥
ぎ
で
な
く
℃
RFrymHS

と
あ
る
の
で
、
直
ち
に
参
考
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
一

応
紹
介
す
る
と
彼
は
第
三
詩
は
次
の
ご
と
き
主
張
を
意
味
す
る
と
解
す

る
。
「
存
在
、
即
ち
よ
り
ど
こ
ろ
の
存
在
(
邑
E
2
r同
E
E
2
g
な
く

し
て
、
自
性
の
み
に
よ
っ
て
、
即
ち
自
体

(
2
R口
阿
国
)
の
み
に
よ
っ
て

我
執

S
F包
r貯
国
)
な
ど
が
顕
わ
れ
る
、
と
見
て
、
世
界
は
よ
り
ど
こ

ろ
な
く
、
自
性
の
み
に
も
と
づ
く
と
い
う
妄
想
を
語
る
者
。
」
一
一

l

ラ

カ
ン
タ
は
こ
れ
を
無
我
説
な
る
空
-
論
(
古
口
百
!
〈
削
牛
肉
)
で
あ
る
と
言
う
。

彼
は
そ
の
直
前
に
お
い
て
空
論
を
「
(
我
と
非
我
の
)
両
者
が
共
に
存

在
し
な
い
」
と
説
く
も
の
と
解
し
て
い
る
か
ら
、
虚
無
論
と
解
せ
ら
れ

た
中
親
派
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
(
中
村
教
授
「
空
の
考
察
」

一
七
一
頁
参
照
。
)
し
か
る
に
今
、
自
性
(
従
っ
て
法
の
有
)
を
認
め
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竜
樹
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
サ

l
ン
キ
ヤ
思
想

る
説
を
空
論
と
呼
ぶ
こ
と
に
は
矛
盾
が
あ
る
が
、
と
も
か
く
無
我
説
と

い
う
点
で
仏
教
と
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
自
性
の
概
念

も
正
し
く
解
せ
ら
れ
て
い
な
い
。

彼
は
さ
ら
に
第
四
詩
の
「
自
性
が
原
因
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
を
所

謂
「
自
性
論
者
」
と
結
び
つ
け
て
、
第
三
詩
と
は
切
り
離
し
て
い
る
が

こ
れ
は
世
界
原
因
(
『
身
自
由
)
と
い
う
語
に
引
き
づ
ら
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
か
か
る
原
因
と
し
て
周
知
の
よ
う
に
自
性
・
時
間
な
ど
が
数
え

ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
〈
酌

g唱
え
三
日
(
く
0
「
由
・
百
戸
ω日
)
は
空

論
者
を
説
明
し
て
「
空
即
ち
絶
対
無
を
一
切
世
界
の
原
因
と
し
て
説

く
」
(
宮
口
百
g
m
r
E
S
B官
5
5
m
R
S
E吋凶口
ω
g可
間
百
含
立
)
と
述

べ
て
い
る
。
か
か
る
用
法
に
従
う
な
ら
ば
、
第
三
詩
も
自
性
を
原
因
と

説
く
思
想
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
従
っ
て
第
四
詩
以
下
を
こ
れ
と
区

別
す
べ
き
理
由
と
は
な
ら
な
い
。

(
兄
)
山
吉
仏
可

5
2片
言
白
日
)
包
}
q
q
u
m可
削
ロ
ロ
ω
ゲ
ゲ
白
話

L
2
3
ロ
削
凹
岳
即
¥

沼町内
Fr円円。
H-ω
口同
mw門}回同
rrmwくC
出
向

YH
」町四円口官同
}umw《凶可
mHσ¥¥

旬

s
r
z
E
片
山
田
豆
島
田
守
同
g
g
u
E
r
r
g
B
r
y
ω
〈
5
u
E
t
¥

口
町
長
岡
S
E
E
m
E
g
g
q
u
r
u
ω
口
百
円

rmH芝山
B
r
z
i
ω
一EHH¥¥

(
町
八
)
風
間
敏
雄
氏
、
前
掲
論
文
参
照
。

(

m

A

)

但
し
一
度
だ
け
「
ま
た
そ
れ
は
本
性
上
無
記
で
あ
る
」
(
官
田
町
Q
聞く
t

可川山
r
z
m
b
E
E
Y
¥
¥
}内
〈
ロ
エ
仏
)
と
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
正
量
部

説
の
紹
介
で
あ
る
か
ら
今
は
除
く
べ
き
で
あ
ろ
う
σ

宇
井
博
士
、
国
訳

大
蔵
経
、
論
部
第
五
巻
、
一
四
二
頁
、
注
五
三
参
照
。

(
間
以
)
こ
こ
で
韻
律
上
の
制
限
は
殆
ん
ど
考
え
得
な
い
。

q
E
g
w
司
辺
町
立
円
。
な
ど
が
可
能
で
あ
る
。

(
見
)
「
も
し
も
自
性
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
何
も
の
に
変
化
が
あ
る
で

あ
ろ
う
か
。
も
し
も
自
性
が
存
す
る
な
ら
ば
、
何
も
の
に
変
化
が
あ
る

で
あ
ろ
う
か
。
」

rmmu、同切可同〔目白口〕『凶門
FMHryM同く
ω『
凹
〈
mrrmH〈
ωhv
円。ロロ
ω
〈同色可
mwHO¥

}向山田苫

ω耳
《
山
田
口
三
任
問
}
)
削
〈
白
ゲ

ω〈
同
寸
『
削
〈
O
V占
ハ
間
ヨ
ιuBHゆ¥¥}内
HHH・
hF・

こ
れ
が
第
一
五
章
第
九
頒
と
殆
ん
ど
同
文
で
し
か
も
後
者
が
有
田
町
古

を
有
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
異
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

(
日
〉
司
-Nω
坦・

5
R
(わ
ロ
ロ
月
一

D
司
-
C
F
F
戸
間

E
R
t
の
用
例
は
他
に

も
多
数
挙
げ
ら
れ
て
い
る

J
H
U
S
F
C
と

ω
g
r
E
S
の
同
義
性
に
つ

い
て
は
、
例
え
ば

HM丸
山
口
同
〈
・
ロ

-
S∞・

ω
一回〈同
σ「同〈
O

庄
司
日
}
州
立
弓

凶〈
HH】

mw同日品い印式ヤ・
.... 

(
兄
)
=
一
村
充
恵
、
久
我
順
両
氏
編
「
中
論
・
強
漢
蔵
対
照
語
集
」
参
照
。

(
訂
)
ロ
凶

E

Sロ
g
E
E〔r
p
s
Eミ白
B
F
H可ロ同)凶℃白色
MNmH巾
¥

目白

Fh削
5
5田
町
削
白
骨
品
目
g
r削
吋
ヨ
ヨ
ピ
一
可
己
目
)
名
山
LUSHゆ
¥
¥
円
〈
・
出
-

(
見
)
山
口
益
博
士
『
月
称
造
中
論
釈
』

E
、
二
六
頁
注
①
参
照
。

(
m
刀
)
宇
井
博
士
『
印
哲
研
』
第
一
巻
、
二

O
五
頁
以
下
、
山
口
博
士
『
中

観
仏
教
諭
孜
』
一
一
一
一
一
頁
以
下
参
照
。
な
お
例
え
ば
「
五
衆
無
常
、
衆

生
亦
応
ニ
無
常
-
。
何
以
故
。
因
果
相
似
故
。
」
(
『
智
度
論
」
第
一
四
巻
、

大
正
二
五
、
一
六
四
一
兵
、
上
、
一
四

l
一
五
行
)

例

え

ば

官

mr『目
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第
二
節

異
端
思
想
の
分
類

仏
教
者
が
異
端
思
想
の
分
類
或
い
は
総
括
的
把
握
の
方
法
と
し
て
常
套
的
に
用
い
る
六
十
二
見
の
枠
が
『
一
党
網
経
』
に
端
を
発
す
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
個
々
の
資
料
に
つ
い
て
そ
の
実
質
的
な
内
容
の
検
討
を
試
み
る
必
要
が
あ
る
o

述
は
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
『
中
論
』
に
お
け
る
取
扱
い
を
見
て
お
き
た
い
。

第
三

O
頭
の
「
一
切
の
見
」
を
青
目
は

『
中
論
』
第
二
七
章
は
「
(
邪
)
見
の
考
察
」
と
題
す
る
が
、

一
民
」
と
注
し
て
い
る
。
こ
の
六
十
二
見
は
『
究
網
経
』
に
よ
る
と
次
の
如
〈
で
あ
る
。

一
、
過
去
に
関
す
る
も
の

一
八
種

1 

我
と
世
界
の
常
・
無
常
等

四
種

2 

世我
界v と
の世
有界
限の

無分
限常
等住

四
種

3 

四
種

4 

詑
弁
論

四
種

5 

我
と
世
界
の
無
因
論

種

未
来
に
関
す
る
も
の

四
四
種

(
内
容
省
略
)

(
2
)
 

こ
れ
に
対
し
て
『
中
論
』
の
「
邪
見
の
考
察
」
で
は
次
の
よ
う
に
分
け
て
い
る
。

一
、
過
去
の
辺
に
よ
る
も
の

八
種

北
大
文
学
部
紀
要

『
大
智
度
論
』

「
略
説
則
五
見

に
お
け
る
記

広
説
則
六
十
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竜
樹
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
サ
l
ソ
キ
ヤ
思
想

1 

我
は
存
在
し
た
等

四
種

2 

世
界
は
常
住
等

四
種

二
、
未
来
の
辺
に
よ
る
も
の

八
種

1 

我
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
等

四
種

2 

世
界
は
有
限
等

四
種

こ
こ
で
は
『
究
網
経
』
と
同
様
に
過
去
と
未
来
と
の
大
別
を
採
用
し
て
い
る
如
き
外
観
を
呈
し
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
著
し
く
異
つ

て
い
る
o

先
づ
我
に
つ
い
て
み
る
と
、
過
去
の
辺
に
関
し
て
は
、
過
去
の
我
(
「
わ
れ
」
)
と
現
在
の
我
と
の
同
異
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
未

来
の
辺
に
関
し
て
も
ま
た
同
様
に
、
現
在
の
我
と
未
来
の
我
と
の
同
異
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
一
応
過
去
と
未
来
と

に
分
け
ら
れ
て
は
い
て
も
実
質
的
に
は
我
の
常
@
無
常
等
の
問
題
と
同
じ
で
あ
る
。

(
第
一
五
、

一
六
頭
参
照
)
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次
に
世
界
に
つ
い
て
見
る
と
、

『
究
網
経
』

で
は
世
界
の
常
@
無
常
等
及
び
有
限
・
無
限
等
は
過
去
世
に
よ
る
も
の
の
中
に
含
ま
れ
る

の
に
対
し
て
、
『
中
論
』
で
は
世
界
の
有
限
等
は
未
来
の
辺
に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
分
類
よ
り
も
さ
ら
に
著
し
い
相
違
点
は
、
『
究
網
経
』

に
お
い
て
有
限
等
は
空
間
的
な
意
味
を
有
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、

『
中
論
』

で
は
時
間
的
な
意
味
で
あ
り
、
限
界
と
は
存
在
の
終
末
を

意
味
し
て
い
る
o

「
も
し
も
前
に
か
の
組
が
破
壊
し
て
、
こ
の
組
に
よ
っ
て
後
の
識
が
生
じ
な
い
な
ら
ぽ

a

世
界
は
有
限
で
あ
ろ
う
o
」
(
二
三
)

(
S
)
 

「
も
し
も
前
に
か
の
離
が
破
壊
せ
ず
し
て
、
こ
の
離
に
よ
っ
て
後
の
離
が
生
じ
な
い
な
ら
ば
、
世
界
は
無
限
で
あ
ろ
う
。
」
(
二
四
)

こ
れ
は
過
去
の
辺
中
に
含
ま
れ
た
世
界
の
常
・
無
常
等
と
は
別
の
側
面
を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
、
独
立
に
扱
わ
る
べ
き
で
あ
る
o

そ
れ
故

以
上
は
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。



一
、
我
と
世
界
は
常
・
無
常
等

四
種

二
、
世
界
は
有
限
・
無
限
等

四
種

『
中
論
』
の
こ
の
章
に
お
い
て
は
、

で
あ
る
o

世
界
の
有
限
・
無
限
等
の
問
題
は
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
五
離
の
問
題
で
あ
り
、
第
二
二
頚
は
明
白
に
「
(
五
)
績
の
相
続
」

な
お
こ
こ
で
附
言
し
て
お
き
た
い
点
は
、

我
と
世
界
と
は
厳
密
に
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

の
理
解
の
如
何
に
か
か
わ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

〈

4
u

か
ら
は
単
に
概
念
の
広
狭
に
外
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

(田

E
ロ
門
同
}
戸
仰
ロ
凶
日
巾
叩
同
窓
口
片
山
口
。
)

そ
の
限
り
に
お
い
て
我
も
世
界
も
仏
教
の
立
場

と
こ
ろ
で
中
論
に
お
け
る
邪
見
の
問
題
は
以
上
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
。
右
に
挙
げ
た
常
・
無
常
等
の
四
句
及
び
有
限
・
無
限
等
の
四

句
に
つ
い
て
は
第
二
二
章
第
一
二
頭
に
も
云
う
が
、
第
二
五
章
第
二
一
頭
に
は

ー寸

宅如
と来
司」の
よ)

予滅
」後

" の
有

無
等

と

(
世
界
の
)
有
限
等
と
〈
我
と
世
界
と
の
)
常
等
の
邪
見
は
但
築
と
未
来
の
辺
と
過
去
の

F
h
ノ

に
ノ

こ
こ
に
新
た
に
「
如
来
は
死
後
巴
存
す
る
」
等
の
四
句
が
得
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
当
然
「
我
と
身
体
と
の
同
異
」
の
問
題
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
第
一
八
章
第
一
煩
の
組
と

我
の
異
同
、
或
い
は
第
二
七
章
第
四
頭
以
下
の
我
と
取
の
異
同
に
お
い
て
見
出
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

(
7〕

『
中
論
』
に
関
し
て
は
ひ
と
ま
ず
以
上
に
と
ど
め
、
次
に
『
大
智
度
論
』
を
検
討
し
よ
う
o

『
智
度
論
』
第
七

O
巻
に
お
け
る
外
教
の
分

類
は
次
の
よ
う
に
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
神

1 

常

北
大
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2 

無
常

3 

常
無
常

細
身
常
、
現
有
所
作
身
死
時
無
常
。

4 

非
常
非
無
常

世
間
11 
国
土
世
間

1 

常、

無
常
、

常
無
常
、

4 

非
常
非
無
常
。

2 

3 

)
 

1
 

・1

仙

W

ZM) 
論吉ム
」ノ」リ

γ 

キ
ヤ

(吟

ヴ
ァ
イ
ジ
ェ

l
シ
カ
な
ど
)

極
微
論
(
ニ
ヤ

I
ャ、

有
辺

1 2 

無
辺

十
方
無
辺
(
五
四
七
頁
上
、
二

O
行
)

M
円い

上
下
有
辺
、
八
方
無
辺
。

3 

有
辺
無
辺

八
方
有
辺
、
上
下
無
辺
o
M
W

4 

非
有
辺
非
無
辺
(
五
四
七
頁
上
、
二
五
行
以
下
)

三
、
衆
生
世
間

1
神

付
円
い

1 

有
辺

神
在
一
一
体
中
一
、
如
三
芥
子
一
、
如
レ
米
o
M
W

神
遍
一
一
満
虚
空
一
無
一
一
処
不
v
有
、
得
一
一
身
処
一
能
覚
=
苦
楽
一
。

大
人
則
神
大
、

或
言
二
寸
一
。
付

2 

無
辺

四
、
身
神
の
異
同

1 

身
即
是
神

2 

身
異
神
異

五
、
未
来
世

(!~ 

自
然

人
則
神〈

村

天
主

-56 '--



1 

在日
去

2 

無
二
所
去
一
、

3 

如
去
不
如
去

死
後
神
去
、
身
不
去
。

4 

非
有
如
去
非
無
如
去

『
大
智
度
論
』
自
身
は
以
上
を
も
っ
て
「
常
無
常
等
十
四
事
斗
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
に
従
っ
て
ま
と
め
る
な
ら
ば
、

一
、
神
と
世
間
と
の
常
等

四
種

二
、
世
間
の
有
辺
等

四
種

三
、
身
と
身
と
の
異
同

二
種

四
、
死
後
の
有
等

四
種

7
t
 

に
ノ

こ
の
分
類
は
『
智
度
論
』
が
注
釈
す
る
『
大
品
般
若
経
』
の
巻
一
四
、
「
仏
母
品
」

ωの
立
て
方
で
あ
る
が
、
『
智
度
論
』
は
前
表
の
よ
う

に
世
間
の
有
辺
等
の
中
に
神

(
1我
)

の
有
辺
等
を
も
含
め
て
い
る
o

そ
の
理
由
と
し
て
『
智
度
論
』
は
世
間
の
概
念
を
聞
い
て
次
の
よ

う
に
一
言
う
。

「
神
及
世
間
者
、
世
間
有
二
三
種
一
、
一
者
五
衆

(
1五
組
)
世
間
、
二
者
衆
生
世
間
、
三
者
国
土
世
間
。
此
中
説
=
二
種
世
間
一
、

衆
世
間
、
国
土
世
間
。
衆
生
世
間
即
是
神
九
」

五

世
間
の
概
念
、
が
一
般
に
は
三
種
、
仏
教
で
は
二
種
で
あ
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
後
者
の
点
は
前
述
の
よ
う
に
『
中
論
』
が
五

砲
に
よ
っ
て
我
と
世
間
を
包
摂
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
と
一
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
o

そ
し
て
ま
た
か
か
る
扱
い
方
が
直
接
的
に
は
般
若
経

に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、

「
仏
母
品
」

な
ど
が
五
離
に
関
し
て
こ
れ
ら
の
問
題
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ

北
大
文
学
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ぅ
。
そ
し
て
『
中
論
』
は
は
じ
め
か
ら
こ
こ
に
言
う
衆
生
世
間
と
し
て
の
ア

l
ト
マ
ン
を
度
外
視
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

ま
た
有
辺
等
の

中
に
と
も
か
く
も
我
を
含
め
な
い
形
式
を
と
っ
て
い
る
点
で
『
大
品
般
若
経
』
の
形
態
と
一
致
し
て
い
る
。

こ
れ
に
反
し
て
『
大
智
度
論
』
の
神
は
言
う
ま
で
も
な
く
外
教
の
ア

l
ト
マ
シ
を
指
す
か
ら
、
般
若
経
の
立
場
を
出
て
、
明
白
に
外
教

を
対
象
と
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
『
大
智
度
論
』
は
外
教
を
直
接
的
に
取
り
上
げ
る
点
で
『
中
論
』
と
は
著
し

く
態
度
を
異
に
し
て
い
る
。
ま
た
有
辺
等
の
中
に
我
を
含
ま
し
め
る
た
め
に
世
間
の
概
念
に
関
し
て
注
釈
を
加
え
て
い
る
こ
と
は
、
前
述

の
よ
う
に
所
依
の
経
典
が
元
来
こ
こ
に
我
を
含
ま
な
い
形
態
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
が
、
敢
え
て
経
典
の
拡
大
解
釈
を
し

よ
う
と
す
る
動
機
は
、
こ
こ
に
含
ま
し
め
る
べ
き
外
教
の
存
在
に
対
す
る
関
心
で
あ
ろ
う
o

確
か
に
我
と
世
間
と
の
両
者
に
関
し
て
有
辺

等
を
説
く
例
は
『
大
般
若
波
羅
密
経
』
巻
三

O
五
、
「
仏
母
品
」
同
じ
く
巻
四
四
二
、
「
仏
母
品
」
な
ど
に
見
出
さ
れ
る
が
、
単
に
こ
れ
ら

の
影
響
に
よ
る
と
見
る
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
o

先
に
表
示
し
た
よ
う
に
、
我
の
有
辺
等
の
項
目
下
に
含
め
る
べ
き
種
々
な

る
外
教
の
存
在
と
い
う
事
実
へ
の
強
い
関
心
が
、
智
度
論
作
者
を
刺
戟
し
た
の
で
あ
る
、

と
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

O
O
 

K
ノ

以
上
に
よ
っ
て
、
般
若
経
及
び
『
中
論
』
と
比
較
し
た
場
合
、
『
智
度
論
』
は
外
教
に
対
す
る
直
接
的
関
心
が
強
い
と
い
う
視
点
を
獲
得

し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
世
界
の
有
辺
等
に
関
す
る
『
智
度
論
』
の
扱
い
方
を
理
解
す
る
た
め
に
有
力
な
根
拠
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
。

「
辺
」
の
概
念
は
般
若
経
の
場
合
に
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
『
究
網
経
』
に
お
い
て
は
空
間
的
な
限
界
で
あ
っ
た
。
『
智
度
論
』
で
も
世

界
の
無
辺
な
ど
に
関
し
て
は
同
様
に
空
間
的
な
意
味
で
あ
る
こ
と
は
先
の
表
示
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
o

し
か
る
に
有
辺
の
み
に
関
し

、
、
、
、
、
、
、

て
は
こ
れ
と
明
ら
か
に
区
別
し
て
、
存
在
の
始
源
、
究
極
原
因
と
し
て
い
る
o

一「

世 世
間 間
応 有
L 辺
P 者

始 有

始 人
即 求

さ在
ttS間
」 根

本

不
ν
得
一
一
其
始
-
。
不
v
得
ご
其
始
一
則
無
ν
中
無
ν
後
。
若
無
二
初
中
後
一
則
無
一
一
世
間
一
。
是
故



『
中
論
』
で
は
前
述
の
よ
う
に
辺
或
い
は
限
界
と
は
未
来
の
方
向
に
お
け
る
存
在
の
終
末
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
れ
故
も
し
も
破
壊
す
る

こ
と
な
き
実
在
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
無
限
と
呼
ば
れ
る
o

無
限
と
は
永
遠
な
る
実
在
で
あ
る
。
こ
れ
を
過
去
の
方
向
に
お
い
て
考
え
て

も
、
理
論
的
に
は
や
は
り
無
限
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
o

し
か
る
に
『
大
智
度
論
』
に
お
い
て
は
か
か
る
実
在
と
し
て
の
究
極
的
原
理
を

認
め
る
こ
と
は
有
限
(
有
辺
)
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
故
「
中
論
』
と
は
全
く
異
っ
た
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
と

り
わ
け
無
辺
等
か
ら
有
辺
の
み
が
区
別
さ
れ
て
い
る
点
を
考
患
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
『
大
智
度
論
』
作
者
を
動
か
し
て
、
辺
を
存

当
時
行
わ
れ
て
い
た
種
々
な
る
世
界
原
因
論
に
対
す
る
関
心
で
あ
り
、

在
の
原
因
の
意
味
に
解
せ
し
め
て
い
る
も
の
は
、

そ
れ
ら
を
こ
の

枠
の
中
に
包
摂
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

『
大
智
度
論
』

に
お
け
る
外
教
の
分
類
を
以
上
の
よ
う
に
分
析
す
る
な
ら
ば
、

」
れ
は

『
大
智
度
論
』

が
作
ら
れ
た
時
代
の
諸
学
説

と
『
発
網
経
』
な
ど
に
六
十
二
見
な
ど
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
仏
陀
時
代
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
諸
思
想
家
と
の
聞
の
、
事
実
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的
・
歴
史
的
な
関
連
を
示
す
資
料
と
み
な
す
こ
と
は
出
来
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

但
し
そ
の
場
合
に
も
『
大
智
度
論
』

の
サ
l
ン
キ
ヤ
思
想
に
関
す
る
記
述
の
形
式
が
『
究
網
経
』
な
ど
と
似
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
点

は
な
お
検
討
を
要
す
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
サ
l
γ

キ
ヤ
思
想
自
体
に
つ
い
て
は
後
に
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
て
、
今
必
要

と
す
る
序
に
当
る
部
分
を
次
に
引
用
し
て
み
よ
う
o

有
辺
の
定
義
は
前
に
引
用
し
た
が
、
こ
れ
に
引
続
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
o

、
ヲ
毛
ツ
テ

「
得
禅
者
宿
命
智
力
乃
見
コ
八
高
劫
事
一
。
過
ν
是
己
往
不
二
復
能

τ知
。
但
見
ニ
身
始
中
陰
識
-
、
而
自
思
惟
、
此
識
不
レ
応
二
無
因
無

宿
命
智
所
ν
不
レ
能
v
知
o

但
憶
想
分
別
、
有
v
法
名
二
世
性
一
。
非
一
一
五
情
所
ν
知
o
極
微
細
故
山
」

縁

必
応
レ
有
二
因
縁
一
、

こ
こ
に
得
禅
者
、
宿
命
智
、

八
寓
劫
事
な
ど
の
語
が
出
て
い
る
こ
と
は
、
確
か
に
『
究
網
経
』
や
後
に
述
べ
る
『
婆
沙
論
』
の
常
住
論
と

似
通
っ
て
い
る
。
し
か
し
前
に
引
用
し
た
文
の
最
初
に
「
世
間
の
根
本
を
求
め
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
序
全
体
が
実
は
サ
l
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さ
れ
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l

ン
キ
ヤ
思
想

γ
キ
ヤ
思
想
の
形
市
上
学
的
志
向
を
代
弁
し
て
い
る
の
で
あ
る
o

タ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ツ
ド
が
「
実
に
器
官
の
彼
方
に
対
象
あ
り
」
以
下
、
意
、
統
覚
機
能
、
大
我
、
未
顕
現
、
純
粋
精
神
を
挙
げ
、
最
後
に

「
純
粋
精
神
の
彼
方
に
は
何
も
の
も
な
し
。
そ
れ
は
究
極
の
帰
趣
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
の
と
比
較
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

ま
た
禅
の
位
置
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
以
て
し
て
は
八
高
劫
事
を
見
得
る
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
は
知
り
得
な
い
、
と
し
て
禅
の

身
-
v
覚
(
中
陰
識
、
後
出
)
↓
世
性
の
湖
及
的
探
究
は
、
例
え
ば
カ

限
界
を
一
部
し
、

こ
こ
思
惟
、

憶
想
分
別
の
存
在
理
由
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

「
究
網
経
』
な
ど
で
は
三
味
の
次
に
推
論
、

考
察
が
述
べ

ら
れ
、
こ
の
順
序
は
後
者
を
も
っ
て
前
者
よ
り
高
い
も
の
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
明
白
に
は
一
不
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
サ
l
ン
キ

ヤ
派
に
お
い
て
ヨ
l
ガ
の
実
践
が
無
視
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
得
な
い
が
、
し
か
し
サ
l
γ
キ
ヤ
が
論
理
的
思
考
に
重
点
を
置
く
も
の
で

ま
た
一
般
に
も
そ
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
叙
事
詩
な
ど
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
右
の
記
述
も
こ
の
線
に
泊
っ
て
い
る
と
解

あ
り
、

し
得
る
。
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こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
右
の
序
と
『
究
網
経
』
と
の
実
質
的
な
つ
な
が
り
は
全
く
存
し
な
い
と
一
言
っ
て
よ
い
。
僅
か
な
点
に
お

い
て
『
延
網
経
』
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
が
、

し
か
し
元
来
異
端
思
想
の
分
類
が
こ
の
経
に
始
ま
る
以
上
、

」
の
点
を
過
大
に
評
価
す

る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
と
思
う
o

そ
れ
故
以
上
の
考
察
の
結
論
と
し
て
、

『
大
智
度
論
』
は
サ

I
γ
キ
ヤ
哲
学
が
仏
陀
時
代
の
思
想
家
と

結
び
つ
く
、

と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
、

と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。

と
こ
ろ
で
六
十
二
見
の
中
に
サ
l
γ
キ
ヤ
思
想
を
含
め
る
も
の
と
し
て
は
、

『
大
智
度
論
』

の
外
に
も
『
婆
沙
論
』
が
あ
る
の
で
、

応
こ
こ
で
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
サ
l
ン
キ
ヤ
は
転
変
論
及
び
隠
顕
論
と
し
て
述
べ
ら
れ
、

で
扱
わ
れ
る
o

し
か
る
に
こ
れ
が
古
来
の
伝
承
で
は
な
い
こ
と
を
『
婆
沙
論
』
自
身
が
漏
ら
し
て
い
る
o

即
ち
最
初
の
一
乃
至
八
十
壊
成

劫
を
憶
す
る
中
で
、
転
変
及
び
隠
顕
を
述
べ
終
っ
た
直
後
に
「
又
七
士
身
常
無
一
一
動
転
一
。
互
不
一
一
相
触
一
。
命
不
ν
可
レ
害
故
、
作
一
一
是
念
一
。

「
我
世
間
倶
常
」

論
の
中



我
及
所
憶
二
倶
是
常
o
」
こ
れ
は
パ

l
リ
「
沙
門
果
経
』
で
パ
ク
ダ
の
説
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「
究
網
経
』
の
我
世
間
常
住
論
に
当
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
転
変
論
・
隠
顕
論
に
対
す
る
補
足
的
説
明
で
は
な
い
。

『
婆
沙
論
』

自
身
は
サ
l
γ
キ
ヤ
思
想
と
こ
れ
と
の
記
述
の

聞
を
「
又
」
の
一
語
で
連
結
す
る
の
み
で
、
両
者
の
聞
に
思
想
的
脈
絡
を
与
え
て
お
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
却
っ
て
本
書
の
編
者
が
サ
l
γ

キ
ヤ
と
パ
グ
ダ
の
思
想
と
を
同
一
と
見
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
o

こ
こ
か
ら
は
『
婆
沙
諭
』
編
者
が
当
時
既
に
有
力
と
な
っ
て
い

た
サ
l
γ
キ
ヤ
思
想
を
、
常
住
論
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
採
用
し
な
が
ら
、

し
か
も
他
方
仏
教
内
の
伝
承
で
あ
る
パ
ク
ダ
の
思

キ想
ヤを
とこ
t主 こ

棺か
容ら
れ排
な除
いaす
O~ る

と
ヵ:
出
来
な
カ込
ペフ

た

と
い
う
事
情
を
看
取
す
べ
き
で
あ
ろ
う
o

思
想
的
に
も
パ
グ
ダ
の
集
積
説
と
サ
l
γ

も
っ
と
も
パ
グ
ダ
の
七
要
素
説
と
実
質
的
に
は
同
じ
六
要
素
説
が
後
代
の
ジ
ャ
イ
ナ
教
学
者
に
よ
っ
て
ギ

1
タ

l
の
思
想
、
サ
l
γ
キ

ヤ
そ
の
他
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
o

し
か
し
例
え
ば
『
チ
ャ
ラ
カ
本
集
』
で
は
同
じ
六
要
素
説
が
、
サ
l
ン
キ
ヤ
の
二
四
原
理
と
共
に
列

挙
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
一
方
か
ら
他
方
へ
の
思
想
的
発
展
に
関
す
る
証
言
な
の
で
は
な
く
て
、
個
人
存
在
に
関
す
る
常
識
的

r

と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
し
か
な
い
。
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六
要
素
説
、
が
、
哲
学
的
に
は
サ
l
ソ
キ
ヤ
に
お
い
て
よ
り
精
細
に
分
析
究
明
さ
れ
て
い
る
、

な
お
附
号
一
目
す
る
な
ら
ば
、
伝
統
説
に
対
し
て
『
大
智
度
論
』
は
内
容
的
変
更
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
式
に
同
時
代
的
意
義
を
与
え

た
の
で
あ
る
が
、
『
瑞
伽
師
斡
』
は
内
容
を
な
す
思
想
を
重
視
し
て
、
そ
の
分
類
の
枠
組
を
徹
廃
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
原
始
仏

教
以
来
の
分
類
法
が
次
第
に
有
効
性
を
失
い
、
新
ら
し
い
思
想
的
現
実
に
対
処
し
得
な
く
な
っ
て
い
っ
た
過
程
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来

る
で
あ
ろ
う
o

そ
れ
故
こ
れ
ら
の
資
料
を
歴
史
的
連
関
に
関
す
る
報
告
と
し
て
-
評
価
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

以
上
で
六
十
二
見
と
関
係
あ
る
分
類
に
つ
い
て
の
考
察
を
終
っ
た
の
で
、
次
に
諸
の
学
問
の
列
挙
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。

• 
北
大
文
学
部
紀
要



竜
樹
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
サ
I
γ

キ
ヤ
思
想

『
大
智
度
論
』
は
次
の
よ
う
に
諸
の
学
聞
を
列
挙
し
て
い
る
。

「
弊
加
蘭

(
4
Z
E
E宮
)
、
僧
怯

(ω凶
B
F
Z同
)
、
章
陀
(
〈
包
印
)
等
十
八
種
大
轡

宇
井
博
士
は
吉
蔵
の
『
百
論
疏
』
に
も
と
マ
つ
い
て
、
こ
れ
は
四
ヴ
ェ
ー
ダ
、
六
ヴ
ェ
ー
ダ
支
、
及
び
八
論
の
計
一
八
種
を
意
味
し
、

八
論

n~ と
Tこ包 t土
。 ミ

'マ

ソ

サ

、

ニ
ヤ

l
ヤ
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
、

イ
テ
ィ
ハ

I
サ
、

サ

l
γ

キ
ャ
、

ヨ

l
ガ
、
武
器
論
、
音
楽
論
、
医
論
で
あ
る
と
さ

一
般
に
一
八
種
と
い
う
場
合
、
若
干
の
相
違
は
あ
る
が
、
四
ヴ
ェ
ー
ダ
、
六
ヴ
ェ
ー
ダ
文
、
四
ヴ
ェ
ー
ダ
副
支
、
四
副
ヴ
ェ
ー
ダ

を
指
し
、
最
後
の
四
種
を
除
い
て
一
四
種
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
と
右
の
『
百
論
疏
』
と
を
比
べ
る
と
、
後
者
で
は
サ
l
γ

キ

(仏

r
R
B
m山
田
悶
印
可
白
)
と
実
利
論
(
日
岳
山
田
向
田
口
白
)
が
除
か
れ
て
い
る
。

ヤ

ヨ

l
ガ
が
加
わ
り
、

律
法
論

か
か
る
例
は
外
に
見
出
さ
れ

ず
、
宇
井
博
士
も
「
内
容
に
お
い
て
特
別
な
も
の
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。

『
大
智
度
論
』
自
身
は
「
十
八
種
大
経
」
の
内
容
を
一
々
挙
げ
な
い
の
で
正
確
な
こ
と
は
判
ら
な
い
が
、

一
八
種
と
す
る
場
合
で
も
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『
百
論
疏
』
と
は
か
な
り
違
っ
た
内
容
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
説
明
の
便
宜
上
前
述
の
一
般
に
用
い
ら
れ
る
一
八
種
を
A
系
統
と
呼
び
、

以
下
を

B
系
統
と
し
て
区
別
す
る
こ
と
と
す
る
。
先
づ
『
翻
訳
名
義
集
』
に
は
次
の
よ
う
に
「
十
八
学
処
」
を
挙
げ
て
い
る
。

1 

ぬ
同

E
E
H
S
(音
楽
)

2 

g
-
E
S
(芸
伎
学
)

3 

4
同

H
Z
似
(
実
業
〉

4 

∞悶
B
F
r
u詰
(
サ

i
ン
キ
ヤ
)

5 

P
E同
(
文
法
〉

6 

ロ
己
号
岳
山
(
医
学
)

7 

ロ
円
門
戸

8 

在
日
出
(
工
芸
〉

9 

円同}戸田口
C
H
〈
色
白
(
武
器
ヴ
ェ
ー
ダ
)

10 

r
z
z
(因
明
)

11 

u-

。m
m
w
(

ヨ

l
ガ〉

12 

品
H

E

F

(

天
啓
聖
典
)



15 

ヴ司 巴
白 H
・ロ .>-， 

rl- P"-
戸

r--

♀聖

号室
A主4
寸-
'-' 

14 

可
C
片
山
宮
(
天
文
学
)

13: 

16 

自
身
釦
(
幻
術
)

℃
C
H
間
口
戸
(
。
ブ
ラ
l
ナ
イ
〉

こ
の
列
挙
の
順
序
に
何
ら
か
の
基
準
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
同
w
文
法
学
及
び
M
W
因
明
の
語
は
仏
教
の
五
明
を
予
想
し
て
い
る
た

17 

18 

E
r凶
回
目
(
イ
テ
ィ
ハ
I
サ
)

こ
こ
で
は
四
ヴ
ェ
ー
ダ
を
仰
天
啓
聖
典
と
し
て
一
つ
に
数
え
て
い

ま
た
ヴ
ェ
ー
ダ
副
支
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
帥
論
理
学
、

M
W
聖

伝
文
学
、
例
。
フ
ラ
l
ナ
、

M
W
イ
テ
ィ
ハ
l
サ
、
副
ヴ
ェ
ー
ダ
に
含
ま
れ
る
も
の
は
刷
医
学
、
例
武
器
ヴ
ェ
ー
ダ
、

ω音
楽
、
刷
工
芸
で
あ

る
o

以
上
の
何
れ
に
も
入
ら
な
い
も
の
は

ω芸
伎
学
、

ω実
業
、

ωサ
l
ン
キ
ャ
、
開
口
丘
、

ωヨ
l
ガ
、
帥
数
学
、

M
W
幻
術
で
あ
る
o

め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
術
語
で
、

後
者
は
論
理
学
で
あ
る
o

さ
て
、

る
。
ヴ
ェ
ー
ダ
支
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
例
文
法
学
、
制
天
文
学
、

一
応
こ
の
よ
う
に
分
類
し
得
る
で
あ
ろ
う
が
、

A
系
統
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、

サ
l
γ
キ
ャ
、

ヨ

l
ガ
を
含
む
と
同
時
に
著
し
く
異
っ
て
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い
る
こ
と
が
判
る
。

右
と
よ
く
似
た
リ
ス
ト
が
『
ミ
リ

γ
ダ
王
の
聞
い
』
の
中
に
も
見
出
さ
れ
る
。
(
数
字
は
列
挙
の
順
序
)

ヴ
ェ
ー
ダ
は
M
W
四
ヴ
ェ
ー
ダ
の
外
に
、
総
称
的
に

ω天
啓
聖
典
も
あ
る
。

ヴ
ェ
ー
ダ
支
に
相
当
す
る
も
の
1
1
1
M
W
天
文
学
制
韻
律
学
。

ヴ
ェ
ー
ダ
副
支
相
当
の
も
の

!
|
ω
プ
ラ

1
ナ、

ω
イ
テ
ィ
ハ
l
サ
、
帥
論
理
学
。

副
ヴ
ェ
ー
ダ
相
当
の
も
の
|
|
刷
音
楽
、
制
医
学
。
な
お
一
開
戦
争
学
も
武
器
ヴ
ェ
ー
ダ
の
代
わ
り
と
見
な
し
て
こ
こ
に
含
め
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

残
る
の
は
|

i
例
世
俗
の
学
一
般

(
g
B
E
E
-
)
と
い
う
総
称
山

ωサ
I
ン
キ

M
M
V

叫
ヨ

l
ガ
、
同
w
ロ円片山、

ωヴ
ァ
イ
シ
ェ

l
シ
カ
、

北
大
文
学
部
紀
要



竜
樹
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
サ
l

ン
キ
ヤ
思
想

的
数
学
、
同
幻
術
、
同
呪
術
、
帥
一
印
算
で
あ
る
o

こ
の
う
ち
同
ロ
目
立
は
政
治
学
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
学
問
の
数
を
一
八
種
と
限
定
し
な
い
な
ら
ば
、
種
々
な
る
学
聞
が
ブ
ラ
l
フ
マ
ナ
時
代
以
来
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が

今
問
題
に
し
て
い
る
リ
ス
ト
に
近
い
形
を
示
す
よ
う
に
な
る
の
は
、

A
系
統
に
つ
い
て
は
律
法
誌
か
た
り
か
ら
で
あ
る
が
、

B
系
統
と
考

え
ら
れ
る
も
の
は
カ
ウ
テ
ィ
リ
ヤ
の
『
実
利
札
」
あ
た
り
か
ら
見
出
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
イ
テ
ィ
ハ

l
サ
を
加
え
た
五
ヴ
ェ
ー
ダ
、
六
ヴ

ェ
ー
ダ
支
、
哲
学
(
悶

5
F丘
町

1
サ
l
ン
キ
ャ
、
ヨ

1
ガ
、
順
世
派
)
、
実
業
論
(
乱
立
国
)
、
政
治
学

(
P
E白
ロ
邑
)
を
挙
げ
、
こ
の
う

(
叫
)

ち
イ
テ
ィ
ハ

l
サ
は
、
プ
ラ
I
ナ
、
庄
司
え
片
山
宮
、
物
語
(
同
F
r
u
H
印
可
保
問
)
、
職
話
(
口
門

HMFEEE)
、
律
法
論
、
実
利
論
を
指
す
と
言
う
。

木
警
は
他
学
派
の
異
説
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
マ
ヌ
派
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
、
実
業
、
政
治
の
み
と
す
る
o

し
か
し
「
マ
ヌ
法
典
』
に

は
ヴ
ェ
ー
ダ
、
政
治
、
哲
学
、
ァ
l
ト
マ

γ
学
、
実
業
を
数
え
て
い
る
o

〉

E
F口
忠
臣
官
S
E
E
S
も
ヴ
ェ
ー
ダ
及
び
そ
の
関
係
学
問
の

外
に
サ
l
γ
キ
ヤ
や
実
業
を
も
数
え
て
い
る
。
ま
た
仏
典
で
は
〈
1
5出
口
町
に
は
ヴ
ェ
ー
ダ
、

文
、
ァ
l
ジ

l
ヴ
ィ
カ
等
を
列
ね
、

ヴ
ァ
イ
シ
ェ

l
シ
カ
、
天

そ
の
漢
訳
に
は
「
四
国
陀
及
弥
給
婆

(
H
H
婆
)
井
僧
怯
論
・
尾
世
史
迦
乃
至
諸
論
」
と
言
う
o

サ
l
ン
キ
ャ
、

-64 -

以
上
の
諸
例
を
見
る
な
ら
ば
、
形
式
的
に
整
っ
た

A
系
統
の
外
に
、
四
ヴ
ェ
ー
ダ
と
六
ヴ
ェ
ー
ダ
支
は
含
む
と
し
て
も
他
に
サ

l
ン
キ

ヤ
そ
の
他
を
も
含
む
別
系
統
が
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
勿
論
後
者
に
は
一
貫
し
た
組
織
と
言
い
得
る
も
の
は
明
ら
か
で
は
な

い
か
ら
、
厳
密
な
意
味
で
は
こ
れ
を
全
て
単
一
な
系
統
と
呼
ぶ
こ
と
は
無
理
で
あ
る
が
、

A
と
区
別
す
る
意
味
で
こ
れ
を
ひ
と
ま
と
め
に

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
o

そ
し
て
吉
蔵
の
記
す
も
の
が
両
系
統
の
中
間
的
・
折
衷
的
性
格
を
有
す
る
こ
と
も
承
認
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

『
大
智
度
論
』
の
十
八
種
大
経
が
何
で
あ
る
か
を
断
定
す
る
こ
と
は
、
以
上
の
諸
例
か
ら
み
て
も
困
難
で
あ
る
が
、
十
八
種
と
い
う
限
定

に
は
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
代
表
の
一
つ
と
し
て
サ

l
ソ
キ
ヤ
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
B
系
統
と
少
な

く
と
も
無
縁
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
o

そ
し
て

A
系
統
の
形
式
的
整
備
が
ヴ
ェ
ー
ダ
中
心
的
性
格
に
も
と
づ
く
こ
と
は
、
各
グ
ル



て
し
ま
っ
て
、

リ
ス
ト
の
中
に
は
独
立
に
立
て
な
い
の
に
比
べ
る
な
ら
ば
、

ー
プ
の
名
称
に
現
わ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
『
種
々
な
る
道
』
が
そ
の
立
場
か
ら
、

サ

l
γ

キ
ヤ
、

ヨ

l
ガ
な
ど
を
律
法
論
の
中
に
含
め

B
系
統
の
リ
ス
ト
は
こ
れ
ら
に
独
自
の
意
義
を
与
え
て
い
る

点
で
、
思
想
史
的
状
況
に
よ
り
客
観
的
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
『
大
智
度
論
』
は
サ
l
γ

キ
ヤ
思
想
に
言
及
す
る
こ
と
が
少
な
く

な
い
が
、
十
八
種
大
経
の
一
つ
と
し
て
サ
!
γ
キ
ヤ
を
出
し
て
い
る
こ
と
に
こ
の
よ
う
な
意
義
を
認
め
得
る
で
あ
ろ
う
。

竜
樹
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
他
の
著
書
で
は
『
宝
行
王
正
島
に
「
僧
怯
・
牌
世
師
、
尼
捷
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
百
論
』
が
対

破
す
る
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
o

な
お
「
十
住
毘
婆
沙
論
』
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
し
た
い
。

大
正
一
二

O
、
二
一
九
頁
中
O

M
M内
〈
口
増

H
W
N
・

MM口
三
何
百
岳
門
戸
ゲ

E
弓
巾
岡
山
口
口
三
百
主

V
N
2
8
5
口
同
寝
同
日
間
¥
凹
宮
守

ハ

H
E
F
凹
町
民
口
門
出
品
ロ
買
え
口
一
志
自
問
ロ

m
H
E
F
r
o
wロ
g
く
削
ロ
ゲ
ゲ
ωく
え
と

司口
2
0
v
S門
出
口
田
宮
出
〕

3
5
5
戸
門
司
包
可
巾
門
戸
ロ
ロ
ロ
目
白
川
同
司
〕
『

O
B
H
¥

共
同
ロ
門
手
堅
持
伊
豆
冨
口
町
門
戸
ロ
ミ
何
百
間
口

-crowロ
g
g
r
r
m〈町内同伊丹
E
¥
¥

(
4
)

「
『
世
界
は
常
住
で
あ
る
』
と
い
う
こ
の
(
邪
見
)
は
『
我
は
過
去
世

に
存
在
し
た
』
と
い
う
こ
の
ハ
邪
見
)
か
ら
区
別
さ
れ
な
い
。
或
い
は

次
の
区
別
が
あ
る

|
l
『
世
界
は
常
住
で
あ
る
』
と
い
う
邪
見
は
一
般

的
に
過
去
の
辺
に
よ
る
。
『
我
は
過
去
世
に
存
在
し
た
』
と
い
う
(
邪

見
)
は
こ
れ
に
対
し
て
ア

l
ト
マ
ン
の
み
の
過
去
の
辺
に
関
し
て
起
る

の
で
あ
っ
て
、
一
般
的
に
で
は
な
い
。
」

(
g
H
g
b尽
く
山
門
o
t
r田
ピ
可

2
町三

prru〈
ω
g
m巳
g
g
白門
-r〈削口白
E
H
q
2
2
g間
口
口

m
E
r
E仏
百
円
。
¥

(
1
)
 

(

2

)

 

(
3〉

北
大
文
学
部
紀
要

同
H
E
〈
悶
吉
岡
叫
H
3
b
o引
D
U
B
n
S削
雪
印
け
o
-
o
S
F
Q
S同
仏
円
引
円
在

日
臥
包
削
ロ
ヨ
ロ
山
口
口
同
〈
山
口

S
B
忠
H
H
S
¥
与
F
U
S
E
mロ
S
B
m仏
戸
当
同
号

同口凶一円以、。
ω
同
庁
〈
伯
仲
間
戸
田
口
mw

而
〈
戸
沼
山
吋

ι

〈山口仲田町内凶吋酌お戸川口町則ゆ羽山間
V
H
同
〈
州
立
回

E
ω
間
宮
山
口
三
口
m
H
H
¥
H
M
E
Eロ
ロ
山
富
仏
印
℃
・
日
叶
N-mvtHN)

(
5
〉

宮

EHM戸
口
可
D《
出
品
仏
田
口
汁
削
《
守
川
F
f
b
M
H雪
印
汁
同
仏
可
卸
小
円
日
仏
お
け

m
u
E
σ
¥

さ
芝
山
山
口
同
自
宅
問
削
ロ
冨
同
H
H
S
古
田
三
川
g
g
H
M
H
g
m
m
g
m同静岡
MHmwf¥¥

但
し
青
目
は
有
限
等
及
び
常
等
を
世
界
に
関
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た

月
称
は
こ
れ
に
加
え
て
、
我
と
世
界
と
に
関
す
る
と
も
云
う
(
司
・
自
由
・

∞
民
・
)

(
6
)

第
二
二
章
第
一
三
、
一
四
頚
を
も
参
照
。

(

7

)

大
正
二
五
、
五
四
六
頁
中
以
下
。

(

8

)

「
有
人
説
、
衆
生
世
世
受
ニ
苦
楽
-
議
自
到
レ
辺
。
響
如
下
山
上
二
投

総
丸
一
線
墨
田
止
上
。
受
レ
罪
受
レ
福
ん
刊
日
ニ
畑
町
於
量
一
、
精
進
慨
怠
無
レ
異
」
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竜
樹
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
サ

l
ン
キ
ヤ
思
想

(
大
正
二
五
、
五
四
七
頁
上
、
八
|
一

O
行
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
婆
沙

論
」
(
巻
一
九
八
、
大
正
二
七
、
九
九
二
具
中
、
二
五
行
以
下
、
九
九

二
頁
下
、
一
五
行
以
下
)
及
び
『
沙
門
果
経
』
の
ゴ

1
サ
l
ラ
の
説
を

参
照
。
な
お
宇
井
博
士
『
印
哲
研
』
第
三
巻
、
二
一
五
七
|
八
頁
参
照
。

(
9
)

青
目
釈
「
中
論
』
、
大
正
二
一

O
、
二
二
一
良
中
、
下
参
照
。
な
お
「
大

智
度
論
』
大
正
二
五
、
一
四
九
頁
、
中
、
九
行
以
下
。

(
叩
)
大
正
二
五
、
五
四
七
頁
中
、
一
七
行
。

(
日
)
『
摩
一
川
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
大
正
八
、
一
二
二
四
頁
中

l
下
。
な
お
類

似
の
分
類
は
四
類
十
聞
な
い
し
十
六
問
と
呼
ば
れ
て
阿
含
以
来
存
す
る

が
、
こ
こ
と
全
く
同
じ
も
の
は
見
出
さ
れ
な
い
。
宇
井
博
土
『
印
哲

研
』
第
三
巻
、
二
八
九
二
九

O
頁
参
照
。

(
ロ
)
大
正
二
五
、
五
四
六
頁
中

l
下
。
な
お
青
目
も
次
の
よ
う
に
云
う
。

「
世
間
有
二
一
一
種
一
、
国
土
世
間
、
衆
生
世
間
」
(
大
正
一
二

O
、
三
九
頁

上
、
一
四
行
〉

(β
〕
大
正
六
、
五
五
七
頁
上
下
。

(
凶
)
大
正
七
、
一
一
二
八
頁
中
二
二
九
頁
中
。
但
し
「
大
智
度
論
』
で
は

こ
の
形
の
も
の
を
普
通
に
用
い
て
い
る
。
大
正
二
五
、
七
四
頁
、
下
、

九
行
以
下
、
一
一

O
頁
、
上
、
一
七
行
以
下
。

(
臼
〉
大
正
二
七
、
一
二
四
六
頁
下
、
一
一
|
一
四
行
。

(
v
m
)

「
若
先
五
陰
不
レ
壌
、
不
下
因
ニ
是
五
陰
一
而
生
中
後
五
陰
上
、
世
間
則

無
辺
、
是
則
為
レ
常
」
(
青
目
釈
、
大
正
三

O
、
三
九
頁
上
、
一
一

l
一

三
行
)
「
世
界
は
無
限
即
ち
不
滅
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
自
体
を
捨
て
な

い
の
で
あ
る
か
ら
。
」
(
自
由
ロ
S
J
E削
品
問

-
D
r
o
f
a竺
ω〈
凶
吋
口
℃
同

L

8
5
Q
E
S守
山

片

¥

】

U
S
E
E日
間
)
包
同
旬
日
∞
∞
-
お
)

へ
げ
)
「
智
度
論
』
は
別
の
と
こ
ろ
で
も
別
挙
し
て
い
る
。
「
邪
因
縁
者
、
微

墜
、
世
性
等
」
(
大
正
二
五
、
六
二
三
頁
、
上
)

「
外
道
有
一
六
神
・
時
・
方
・
微
塵
・
冥
初
一
。
」
(
同
、
一
七
一
頁
中
)

「
復
次
不
v
説
下
是
色
根
本
従
=
世
性
中
一
来
、
若
従
ニ
微
塵
中
一
来
、

従
ご
大
自
在
天
中
一
来
上
。
亦
不
レ
説
三
従
v
時
来
一
。
亦
不
v
説
=
自
然

生
一
。
亦
不
v
説
ニ
無
因
無
縁
而
生
一
。
」
(
問
、
七

O
二
頁
下
)

(
同
)
問
、
五
四
六
頁
下
、
一
四

l
一
八
行
。

(
川
口
)
阿
内
田
手
同

d
司
-
H
H
H
U
H
O
u

己
山
口
百
・
〈
H
u

叶
・
∞
山
回
『
ωmmw〈
白
牛
肉
円
S

H

H

H

W

お
一

ζ
r
F
M
H
F
N
ω
∞wω
ム山
N
g
u
g
ぇ・

(
お
)
こ
こ
で
勿
論
両
者
の
思
想
内
容
の
一
致
を
言
お
う
と
す
る
の
で
は
な

い
。
表
現
に
お
い
て
見
ら
れ
る
志
向
の
一
致
を
注
意
し
て
み
た
い
の
で

丸
り
ザ
心
。
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(
幻
〉
拙
稿
「
ヨ

l
ガ
」
(
『
講
座
東
洋
思
想
』
第
一
巻
、

参
照
。

(
辺
)
大
正
二
じ
、
九
九
六
|
七
頁
。
な
お
『
婆
沙
論
』
に
お
け
る
サ

l
γ

キ
ヤ
思
想
に
関
し
て
は
別
に
ま
と
め
て
検
討
し
た
い
。

(
幻
)
宇
井
博
士
は
パ
ク
ダ
と
サ

l
ン
キ
ヤ
と
の
聞
に
根
本
的
な
違
い
を
認

め
て
い
ら
れ
る

o
Q印
哲
研
』
第
三
一
巻
、
二
一
二

i
八
頁
」
し
か
し
『
智

度
論
』
な
ど
が
サ

l
ン
キ
ヤ
を
仏
陀
当
時
の
思
想
家
と
関
係
づ
け
る
か

の
如
く
に
な
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
さ
れ
た
。
(
『
哲
学
雑
誌
』
第
三
八

一
二
五
六
頁
)



。
号
、
一
二
三
ハ
|
七
頁
)
そ
の
根
拠
は
、
広
義
の
思
想
潮
流
と
し
て

サ
l
ン
キ
ヤ
が
何
に
属
す
る
か
、
と
い
う
別
の
基
準
に
存
す
る
。
(
『
印

度
哲
学
史
』
一
二
四
頁
)
筆
者
は
今
は
こ
の
点
を
問
題
に
し
て
い
な
い
。

宇
井
博
士
も
「
婆
沙
論
』
が
六
十
二
見
の
中
に
ヴ
工

l
ダ
l
ン
タ
的
思

想
を
も
含
め
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
「
吠
栂
多
学
派
成
立
当
時
の
活

動
の
盛
な
り
し
結
果
、
仏
教
者
に
も
注
意
せ
ら
れ
た
が
為
で
あ
ら
う
」

と
し
て
お
ら
れ
る

o
q印
哲
研
』
第
一
巻
、
一
七
五
頁
)

既
存
の
伝
説
・
伝
承
の
中
に
、
そ
れ
と
は
本
来
全
く
関
係
の
な
い
事

柄
を
持
込
み
、
或
い
は
全
く
造
り
変
え
て
し
ま
う
適
例
と
し
て
、
『
仏

所
行
讃
』
に
お
け
る
ア

l
ラ
l

F

・
ヵ

l
ラ
1
マ
と
サ

l
ン
キ
ヤ
説
を

挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
(
中
村
教
授
『

J

初
期
の
ヴ
ェ
ー
ダ

l
ン
タ
哲

学
』
四
四
六
頁
、
注

(
5
)
参
照
)

(
引
出
)
宇
井
博
士
『
印
哲
研
」
第
一
二
巻
、
=
一
五
九

i
三
六

O
頁
参
照
。

(
勿
)
回
R
g
h
b
同凡
hHDミ
ミ

hvEt切
虫
丸

mgな
町
民
円
』
13
門
誌
白
誌
、
ε~2-bE

b
h
w
u
F
甘・

N

∞ω
・

(
M
A
)

例
え
ば
宮
山
口
田
仲
間
百
四
回
目
t

と
い
う
慣
用
的
表
現
を
参
照
。

(
幻
)
ロ
m
臣
官
官
片
山

(
h
H
h芯
ミ
ミ
」
『
詰
九
ミ
誌
、
注
目
己
的
Dbhdt
〈

o--HV
司
-MHω)

は
両
説
を
「
視
点
の
相
違
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
な
お
こ
の
よ
う
な
六

要
素
説
は
ヴ
ア
イ
シ
ヱ

l
シ
カ
的
で
あ
る
。

vgrHW
同
ミ
さ
凡
円
ミ
ミ
F
刊

号、

c
q
H
H
S位向
F
ω
・
S
・
前
注
(
幻
)
参
照
。

(
お
)
巻
六
、
大
正
三

O
、
コ
一

O
三
頁
、
中
以
下
。

(
m
U
〉
巻
二
五
、
大
正
二
五
、
二
四
三
頁
、
中
、
一
二
行
以
下
。

北
大
文
学
部
紀
要

(
犯
)
「
印
哲
研
』
第
四
巻
、
四
六
二
1

八
頁
。

(
引
)
前
注
に
同
じ
。
外
に
例
え
ば
ミ
し
て
と
白
至
急
ミ
ュ

-6・
ω1
件
(
貝
ωω)

〈
匁
)
明
白
白
(
荻
原
本
)

(
m
u
)

通
常
は
実
利
論
が
出
さ
れ
る
が
、
工
芸
が
そ
れ
に
代
わ
る
こ
と
も
あ

る
。
宇
井
博
士
『
印
哲
研
」
第
四
巻
、
四
六
四
頁
。

(
九
)
え
民
話
《
目
白
と
同
じ
で
あ
る
。

]
R
D
E
-
ω
切
開
-
M内
戸
〈
u

℃
-
N
J
E
・
ロ
-H-

(
汚
)
下
注
(
川
出
〉
参
照
。

(
%
)
ミ
usnHRHV白日間
M
N
P
E
b
H，B
ロロ
}
2
2
v
oロ仏
C
口
同
∞
∞
G-H)℃・

ω
ム
・
但

し
合
計
一
九
種
と
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
〉

HNY一
ヨ
ロ
ミ
一
~ιω(ω
出
HW・
M
M内
凶
〈
w
M】・由
)
h
m
o
g
-
R
一
回
当
一
回
0
5
2

(
~
-
h
N
N
W
H
E
J
G邑
S
ミ
g
h
w
〈
O
}
・
HU
匂・印
)hmon己
R

Z

R
下
注
(
川
町
)

所
引
の
「
婆
沙
論
』
に
言
う
と
こ
ろ
の
四
明
(
内
明
を
除
く
)
と
王
論

と
を
意
味
す
る
「
世
俗
諸
論
」
と
同
一
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
総
称
で

あ
る
o
h
h
む
刊
誌
与
さ
除
問
(
丘

-
V宮
r
S
2・司・司・

5)
は
自
門
戸
含
間
同
口
-

H
7
0
(
文
法
書
)
と
注
す
る
が
、
こ
れ
が

E
B
B
E
H
(世
俗
)
の
言
葉

通
り
の
意
味
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
か
ら
、
や
は

り
総
称
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
か
ら
、
こ
の
リ
ス
ト
に
出
さ
れ
て
い
な
い

も
の
(
「
婆
沙
論
』
を
標
準
と
す
る
と
、
文
法
学
と
工
芸
)
の
う
ち
か

ら
文
法
学
を
特
に
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

(兜

)
ω
E
r
y可
問
。
フ
ラ
l
p
リ
ッ
ト
で
は
音
量
の
制
限
か
ら

ω間
口
広
弓
ω
と

い
う
形
は
あ
り
得
な
い
。

(
m
J
)

『
翻
訳
名
義
集
』
と
右
と
を
比
較
す
る
と
次
の
ご
く
で
あ
る
。
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竜
樹
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
サ

l
ン
キ
ヤ
思
想

忌
ニ
-

N

・
g
g自
己
H

品
・
可
。
問
問

。・〈目印巾由片町同

∞-
m田口門凶}戸
ωrr削

H
0
・口問
E
r
r
mへ間(日司・
]C

H
M
・
I
F『
院

ω回

E
-
B
U
E
 

5.
自

g
g口問

]{∞・口
ymw口円同
ωω
旧

Y
向
己
・

Y
向
〈
唱
-

H
・
ω
三
-
(
円
匂
-
H申
)
H
H
N

U
-
Eロ
rruH同
日

仏

印
・
口
問
C

H

斗

叶

-mg片
町

即

日

目

∞
-
r
E
R
r同

H

G

]
=
・
旬
戸
内
川
町
恒
町
田

HHJ1

5
・

』

O
門

戸

田

旧

日

E

H

日・

ymw門
戸

H

]

{

(

)

]{寸・可口
ιι
『
町
口
同
)
・
由

5
・
E
E
L削

対
応
を
見
出
し
得
な
い
も
の
の
う
ち
宮
ニ
・

E

B自
己

F
吉田
E
M
E
と

ζ
毛
-
m
B同
tu
〈巳恥
H
E
と
は
音
の
類
似
が
あ
る
が
、
現
形
で
は
同
一

と
は
言
え
な
い
。

(
必
)
こ
の
語
は
吋

S
R昨
ロ
司
以
来
{
一
ヤ

l
ヤ

(ZV『副
vE)
派
の
意
味
に
解

さ
れ
て
い
る
。
司
吋
∞
-
H
M

削
工
り
お
江
口
口
ω
q
w
F
〈
山
∞
-
h
・
〈
広
三
ー
σ
r
q

m
E口
問
、
虫
丸
ロ
ミ
ミ
H
b
h

ミ
ミ
ミ
白
色
白
~
九
叫
円
ぎ
q
N
A
¥

同
ミ
N
S
N
a
p

H
)
U
2
.
出

N
…
門
出

2
0
u
k同誌町民町淀川

L

『
苫
札

N
S
H
h
q
h
r
~
白
誌
ロ
ミ
同
志
向
u

∞
r
g門

円

m
H
r
m
H
h
D
E
B
-
〈
O
一J
H
V
D
Oロ
回
忌
コ
・
同
v-H
印
由
一
関
E
H
F
U
N
S同NQお

h
b
h
m円
ミ
ミ
み
芯
き
号
室
、
同
)
・

H品一月}戸〕『
ω

ロω
〈
正
♂
∞
切
H
V
U内}内}内〈
w

ち
・
。
・
金
森
西
俊
氏
、
『
南
伝
大
蔵
経
』
第
五
九
巻
上
、
四

O
六
頁
、

注
一
五
。
国
2aロ仲円、」
f
h
む
な
え
b
h
w
c
s
h
H凡
巴
詰

hw
〈C
一-
H・
司
・
日
・
中
村

一
冗
・
早
島
鏡
正
両
博
士
訳
『
ミ
リ
ン
タ
王
の
問
い
」
第
一
巻
、
七
頁
。

:s: 
〈
句コ

H

ロ
H

H

 

H
H
∞
 

H
g
 

し
か
し
そ
の
根
拠
は
明
確
で
な
い
。
ロ
日
H
H
(
ω
E
-
u
H
Jさ
)
は
元
来

「
導
き
」
で
あ
る
か
ら
、
思
惟
の
導
き
と
し
て
論
理
学
を
意
味
し
得
る

と
い
う
推
定
が
可
能
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
語
が
か
か
る
意

味
に
・
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
実
例
が
あ
る
か
一
合
か
、
疑
問
で
あ
る
。

『
翻
訳
名
義
集
』
と
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
聞
い
』
の
双
方
の
り
久
ト
は

T
E
と
口

E
を
挙
げ
て
お
り
、
白
山
t
を
ニ
ヤ

l
ヤ
と
解
す
る
と
論
理

学
が
重
復
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
口
H
E
H
Z可
間
百
は
『
翻
訳
名
義

集
」
に
つ
い
て
も
言
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
ら
ば
単
に
パ

l
リ

語
の
み
の
問
題
で
は
な
く
な
る
。
従
っ
て
ニ

1

ヤ
派
の
名
称
と
し
て

口
同
氏
、
が
存
在
し
た
か
、
と
い
う
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
少
な
く

と
も
従
語
辞
典
及
び
切
身
R
Z
P
N
W
N
h
hミ
忠
弘
旬
、
マ
ミ
め

saマ
た

勺
片
足
ミ
ミ
ミ
に
は
そ
の
例
は
見
出
さ
れ
な
い
。
(
も
っ
と
も
動
詞
ロ
?

の
派
生
語

E
ヨ
は
「
道
理
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
を
有
す
る
。
し
か

し
こ
れ
も
ニ
ヤ

l
ヤ
派
の
名
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ち

な
み
に
ロ
可
削
苫
の
語
原
は

E
+
日
で
あ
る
。
)

第
二
に

A
系
統
の
リ
ス
ト
に
は
確
か
に

ZUN
山
吉

(
'
2
2
R白
)
が
存

す
る
が
、

B
系
統
に
は
必
ら
ず
し
も

Z
同
旧
習
を
含
ま
な
い
。
そ
れ
故

た
と
い
サ

l

ン
キ
ヤ
、
ヨ

l

ガ
、
ヴ
ァ
イ
シ
エ

l

シ
カ
が
並
挙
さ
れ
て

い
て
も
、

B
系
統
の
場
合
に
は
必
ら
ず
ニ
ヤ
l
ヤ
を
含
ま
ね
ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
理
由
は
な
い
。
ま
し
て
今
の
場
合
「
因
明
」
が
存
在
す

る。
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第
三
に

B
系
統
に
属
す
る
リ
ス
ト
に
お
い
て
は
明
白
に
行
為
論
を
含



む
例
が
多
い
。
例
え
ば
穴
E
H
E
rロ
ロ
含
の
豆
一
印
有
問

rr吋片山(戸

Ha)
に

は
論
書
と
し
て
〈
間
三
E
H
B
(〈
可
凶
}
内
向
日
官
)w
円

E
同HH《
日
間
(
円

E
E
S
)
w
恒
mqm

(
口
可
同
三
)
を
列
挙
し
て
い
る
。
(
叶
寸
，

rO包
ω日ω♂.~、》、ミ白屯白門白ミ
w誌吉悼史R

白sHロ伺包帥守愉ミ、d白♂‘
H『
口
可
.

目苧νド.凶弘一交H

に
よ
る
。
J)
俗
韮
阿
(
(
一
プ
ラ

l
p
リ
ヅ
ト
)
に
お
い
て
恒
凶
一
『
『
苫
凶
は
論

理
学
の
外
に
政
治
学
を
も
音
意
山
味
し
得
る
か
ら
(
窃ω}zH昂E巾2片岳『y
w
H司烈ν点附

白
釦

E
恒官H

咽宮M百ω里I

《〈5O夕埴凹.〈戸三.む)ゴ、一応
vこ
」
担
こ
」
で
は
除
く
が
、
(
但
し
そ
の
反
対
に

出巳同
E門z同
が
論
理
学
を
音
意
叫
味
す
る
こ
と
は
な
い
。
向
上
参
照
。
同
じ
こ
と
が

ヒ
ン
デ
イ
語
に
も
妥
当
す
る
。
回
r
R
m雪
印
♂
匂
む
誌
を
ミ

LSSHwdHhhN

N
)

凡
門
誌
喜
由
ミ
ミ

H
p
n
hな
&
E
a
h
R
a
h
p
F
〈・

)
E
2
E
S
は
日

常
的
な
行
為
一
般
を
意
味
し
う
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
巳
t
の
一
部
で

あ
り
得
る
。
(
口
円

f
r
g
a
r
-
c
m
Z
F
冨
OHω--HMDEFJ司
E
R
S
-
F

O
H
F・
出
仏

-HFω
・
申
甲
山
一
E
F
ω
・
ω怠
)
ま
た
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、

カ
ウ
テ
ィ
リ
ヤ
の
『
実
利
論
』
、
〉
E
H
r
E
Yロ
ヨ

g
g
z
s
u
『
マ
ヌ
法

典
』
の
リ
ス
ト
に
は
政
治
学
(
仏
印
恒
守
口

E)
を
挙
げ
て
い
る
。
従
っ
て

巴
に
を
こ
の
方
向
に
お
い
て
考
え
る
方
、
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

第
四
に
仏
教
の
文
献
に
お
い
て
実
際
に
政
治
学
に
注
意
が
払
わ
れ
て

い
る
。
そ
の
場
合
に
は
「
玉
論
」

(Hrr同
ω
可
印
)
と
し
て
現
わ
れ
る
が

(口同門
H
H
る
な
ω
削印可
P
〈
問

gm七三
3
5・〈
D
「
日
・
伊
〈
・
)
、
『
仏
所
行
讃
』

に
は
〈
山
、

u
g
の
諸
経
論
、
〉
片
岡
い
の
医
学
童
日
と
並
ん
で
出
ち
田
宮
2

及
び

ω己
目
白
山
の
王
論
が
挙
げ
て
あ
り
(
切
宮
九
ミ
ミ
ミ
ミ
H
a
-
o
p
』
o
y口l

m
円E
f
-
-
凸
・
大
正
四
、
二
頁
中
)
、
『
百
論
』
で
も
「
婆
羅
阿
波
帝
」

経
(
出
町

E
唱
え
苫
t
m
口
門
片
山
)
を
言
う
。
(
大
正
三

O
、
一
六
八
頁
、
下
、

北
大
文
学
部
紀
要

三
行
)
カ
ウ
テ
ィ
リ
ヤ
の
「
実
利
論
』
も
冒
頭
に
シ
ユ
ク
ラ
と
プ
リ
ハ

ス
パ
テ
ィ
へ
の
帰
命
を
述
べ
て
い
る
が
、
王
論
と
実
利
論
と
は
関
連
が

あ
る
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
(
但
し
カ
ウ
テ
ィ
リ
ヤ
は
一
応
区
別

し
て
い
る
o

)

と
こ
ろ
で
司
法
A

沙
論
』
は
外
道
の
諸
論
と
し
て
「
腕

rh、

払
称
、
閉
山
称
、
順
世
間
論
、
離
繋
論
等
」
を
挙
げ
、
そ
の
直
前
に
払
ふ

、

、

、

、

、

、

、

、

、

諸
論
と
し
て
「
記
論
、
因
論
、
王
論
、
諸
医
方
論
、
工
巧
論
等
」
を
列

挙
し
て
い
る
。
(
大
正
二
七
、
八
八
五
真
、
中
、
一
一

l
一
三
行
)
こ

こ
で
は
外
道
の
中
に
ニ
ヤ
l
ヤ
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
『
ミ
リ
ン

ダ
王
の
聞
い
L

な
ど
と
同
様
に

r
Z
E
(
5ハ
守
山
)
と
る

E
P削印可白

(
H

包
Z
)
と
が
並
挙
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
や
は
り
「
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問

い
』
に
お
い
て
も
ニ
ヤ

l
ヤ
で
は
な
く
て
政
治
学
の
意
味
に
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
実
は

A
系
統
に
お
い
て
も
普
通
に
言
う

と
こ
ろ
の
「
実
利
論
」
と
も
関
連
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
附
言
す
る
な
ら
ば
、
づ
、
、
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
の
漢
訳
二
巻

本
は
西
紀
二
五

O
年
以
前
と
さ
れ
る
が
(
中
村
教
授
「
イ
ン
ド
的
思
惟
』

一
九
頁
)
、
こ
こ
で
は
パ
l
リ
本
の
リ
ス
ト
に
対
応
す
る
箇
所
で
は
、

単
に
「
弥
蘭
少
小
好
読
ν
経
学
二
異
道
一
悉
知
二
異
道
経
法
こ
(
大
正
三

二
、
六
九
五
頁
、
中
、
五

i
六
行
。
一
二
巻
本
も
殆
ん
ど
同
じ
。
同
七

O

五
頁
、
上
、
二
四
|
二
五
行
〉
と
一
言
う
の
み
で
あ
る
か
ら
、
パ

I
リ
本

の
リ
ス
ト
は
そ
れ
以
後
の
附
加
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
従
っ
て
時
代

的
に
見
て
も
他
の
諸
資
料
と
同
様
に
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

故
に
こ
こ
だ
け
に
ニ
ヤ

l
ヤ
の
意
味
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
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竜
樹
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
サ
i
ン
キ
ヤ
思
想

と
思
う
。

(

川

引

)

仏
語
門

F
G
(〈
内
仏
間
口
問
凶
)
・
三
ハ
}
可
悶
(
口
可
山
吉
凶
ヨ
同

BMZMm問
え
円
)

w

〈包内
0
・

〈酌

-
q
p
E
E
m
p
官
同
附
呂
田
w

小一

owp
口同

U
E
B
m
r
m
e
E
-
ω
回円・

ロ
・
印
w
G
W
Jア
∞
・
ま
た
三
門
日
可
聞
の
内
に
数
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て

凹
日
宮
1
3仏
〕
る
ー
な
ど
多
数
が
ブ
ラ

l
フ
マ
ナ
な
ど
に
知
ら
れ
て
い
る

O

E
・
毛
市
r
R
Hミ
・
め
同
え

-E-
出
戸

ω・
ιgw
〉
ロ
ヨ
-
N
・
参
照
)

さ
ら
に
回
ち
・

d-u-HHW
ヘ

r
E
一
円
〈
w
r
N
U
H〈
与
、
ロ
・
(
U
F

同口

-c-v-

〈
口
w
f
N
w
y
p
F
H
H
-
C℃
・
〈
戸

ωNW
臼

ω
・
7
p
r巴
u
F
M
Z
百

戸

ゲ

ゲ

印
・
(
包
・
州
内

E
r
o
Hロ
ヨ

o
-
r
-
v
申
)
な
ど
に
お
い
て
変
容
・
附
加
が
見

ら
れ
る
。

(
族
議
教
氏
、
『
宮
本
博
士
記
念
論
文
集
』
三
六
頁
以
下
参
照
。
)

第
三
節

『
大
智
度
論
』

に
お
け
る
サ

l
ン
キ
ヤ
回
ω
相
ω

(
位
)

(
A
U
)
 

(
川
世
)

宇
井
博
土
「
印
哲
研
』
第
四
巻
、
四
六
八
頁
参
照
。

〉
ユ
宮
小
山
田
可
P
T
ω
・
回
目
印

-
E
-

前
田
恵
学
博
士
『
原
始
仏
教
聖
典
の
成
立
史
研
究
』
三
七
二
頁
、
注

四
参
照
。

(
必
)

(

M
叩

)

(
円
引
)

玄
2
5
5
E
ぐ
戸

hFω-

M

ハ戸

E
R

〈
5
7〈
T
回
y
m
g
c
〉ロロ∞
-mu
〈
D
一
-
口
・
回
申
怠
・
司
・
口
町
uMBω
・

『
金
剛
針
論
』
、
大
正
三
二
、
一
七

ot具
、
上
、
一
七
行
以
下
。

安
楽
解
脱
日
間
第
一
、
大
正
三
二
、
四
九
四
頁
、
下
、
原
文
は

H
M
g
a

g
ロ
ロ
毛
色
間
百

-
N印u
寸
『
・
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
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(
必
)

(

川

相

)

(
2
)
 

『
大
智
度
論
』
の
中
で
サ

l
ン
キ
ヤ
思
想
は
し
ば
し
ば
一
言
及
さ
れ
る
。
こ
こ
で
そ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
o

前
節
に
お
い
て
外

教
分
類
中
の
有
辺
論
に
関
す
る
序
に
当
る
部
分
を
引
用
し
た
が
、
こ
れ
に
続
い
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

大
二
従
一
一
声
触
一
生
一
一
風
大
一
、
従
一
-
色
声
触
一
生
一
一
火
大
二

「
於
一
-
世
性
中
一
初
生
v
覚
、
覚
即
是
中
陰
識
。
従
レ
覚
生
レ
我
、
従
ν
我
生
一
一
五
種
微
塵
-
。
所
謂
色
声
香
味
触
。

従
ν
空

従
一
一
色
声
触
味
一
生
一
一
水
大
一
、

従
二
声
微
塵
-
生
一
一
空

従
-
一
色
声
触
味
呑
一
生
一
一
地
大
-
。



生
一
一
耳
根
-
、
従
v
風
生
二
身
根
一
、
従
ν
火
生
一
一
眼
根
一
、
従
レ
水
生
一
一
舌
根
一
、
従
レ
地
生
一
一
鼻
根
二
如
v
是
等
漸
漸
従
ν
細
至
レ
銭
。

世
住
者
、
従
一
一
世
性
一
己
来
至
レ
像
、
従
レ
食
転
レ
細
還
至
一
一
世
性
二
容
一
回
如
τ泥
丸
中
具
有
一
一
瓶
入
廷
等
性
一
。
以
ν
泥
為
レ
瓶
、
破
レ
瓶
為
上
ν

盆
。
如
レ
是
転
変
都
無
v
所
レ
失
。
世
性
亦
如
ν
是
転
変
為
v
態
。
世
性
是
常
法
、
無
レ
所
一
一
従
来
一
。
如
三
僧
怯
経
広
ニ
説
世
性
一
」

世
性
即
ち
根
本
原
質
(
匂
片
山
町
吋
片
山
)

か
ら
の
展
開
が
ま
ず
最
初
に
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
覚

(
E
E
E
)
、
が
中
陰
識
と
し
て
説
明
さ

れ
て
い
る
o

こ
の
語
は
前
節
に
引
用
し
た
序
の
部
分
の
最
後
に
、

「
身
始
中
陰
識
」
も
ま
た
必
ら
ず
原
因
を
有
す
る
、

と
い
う
文
章
中
に

出
て
い
る
。
中
陰
は
山
口
昨
日
間
σ宮
〈
印
で
あ
る
が
、

サ

l
γ

キ
ヤ
で
は
細
身
(
戸
山
口
哲

ErH円

B
L
U
E
B乱
回
同
町
田
)
の
語
が
普
通
に
用
い
ら
れ

て
い
る
o

し
か
し
例
え
ば
ヴ
ィ
ソ
ド
ゥ
ヤ
ヴ
ァ
l
シ
ン
が
そ
れ
の
存
在
を
否
定
し
た
、
と
い
う
記
述
中
に
グ
マ
l
リ
ラ
は
こ
の
語
を
用
い

〈

4
)

て
い
る
o

覚
(
ゲ
ロ

EjE)
の
同
義
語
と
し
て
識

(4tgE)
を
用
い
る
こ
と
は
殆
ん
ど
な
い
が
、

不
可
能
で
は
な
い
。

し
か
し
通
常
細
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身
は
覚
そ
の
他
の
諸
原
理
か
ら
成
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
覚
の
み
で
は
な
く
、
従
っ
て
覚
を
直
ち
に
中
陰
と
見
な
す
思
想
が
あ
っ
た

と
い
う
確
証
は
な
い
の
で
あ
る
。
ク
マ

1
リ
ラ
の
記
述
に
よ
る
と
、
業
の
作
者
と
そ
の
果
報
の
享
受
者
と
に
お
い
て
連
続
す
る
主
体
と
し

て
識
を
説
く
思
想
が
あ
る
o

こ
の
場
合
の
主
体
は
三
世
に
通
ず
る
故
に
中
陰
の
問
題
と
関
係
す
る
が
、
こ
の
識
説
は
無
我
説
と
し
て
出
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
仏
教
説
と
見
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
事
実
仏
教
に
は
原
始
仏
教
以
来
識
に
よ
っ
て
輪
廻
を
説
明
す
る
こ
と
が
見

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
中
陰
識
の
表
現
は
仏
教
的
な
響
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
勿
論
「
中
陰
に
お
け
る
識
」
と
解
す

る
こ
と
も
出
来
よ
う
が
、
右
の
用
例
か
ら
み
る
と
中
陰
識
は
一
つ
の
概
念
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、
覚
に
対
す
る
仏
教
か
ら
の
批
一
評

的
解
釈
と
考
え
て
お
き
た
い
。

次
に
世
性
か
ら
の
開
展
は
次
の
よ
う
に
図
示
し
得
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



竜
樹
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
サ
l

ン
キ
ヤ
思
想

微

塵

(
大
)

(
根
)

E事

空

ヰ

I
l回勾
ぷ

mn

風

身

世ー

性
l
l

覚
-
我
!
円
|
色

火

眼

E未

水

舌

呑

地

鼻

こ
こ
で
は
意
及
び
五
作
業
器
官
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
単
に
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

を
認
め
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
十
一
根
説
は
『
婆
沙
論
』
も
サ

l
γ

キ
ヤ
の
特
徴
に
数
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
諸
根
が
五
大
か
ら
生
起
す
る
と
な
す
点
で
叙
事
詩
に
お
け
る
サ

l
γ

キ
ヤ
思
想
と
共
通
性
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
五
大
が
五

微
塵
か
ら
生
ず
る
と
な
す
点
で
『
サ
l
ン
キ
ヤ
頭
』
と
同
一
で
あ
る
。
微
塵
は
通
常
は

2
ー
ロ
の
訳
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
窓
口

B
r
g

の
訳
語
で
あ
ろ
う
と
思
う
o

五
微
塵
か
ら
の
五
大
の
成
立
は
漸
増
説
に
よ
っ
て
い
る
。

」
の
サ

I
ン
キ
ヤ
説
、
が
こ
れ
ら
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以
上
の
開
展
の
順
序
を
全
体
と
し
て
見
る
と
、
大
乗
『
出
築
経
』
と
興
味
あ
る
対
照
を
示
し
て
い
る
。
慢

(
1我
)
以
下
に
つ
い
て
記

す
と
、

一
|
地
・
水
・
火
・
風
・
空
|
|
色
・
-
声
・
呑
・
味
・
触

i

T
五
知
根

1

T
五
業
根

「
心
平
等
根



と
な
っ
て
い
る
o

五
大
か
ら
色
等
が
生
ず
る
と
な
す
の
は
叙
事
詩
の
思
想
と
一
致
す
る
が
、
十
一
根
が
五
大
と
共
に
慢
か
ら
生
ず
る
と
な

す
点
は
『
サ

l
γ

キ
ヤ
頭
』
と
同
一
で
あ
る
o

諸
原
理
の
開
展
の
順
序
に
関
し
て
は
「
頭
』
の
前
後
に
お
い
て
も
諸
説
が
存
在
し
た
が
、

そ
の
相
違
点
は
五
大
、

五
微
塵
、
十
一
根
を

相
互
に
い
か
に
関
係
づ
け
る
か
、

と
い
う
こ
と
に
存
す
る
。
し
か
し
叙
事
詩
の
学
説
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
『
頭
』
が
説
く
型
が
成
立
し

R

-

ミ

、

ふ
れ
カ

と
い
う
点
に
注
視
す
る
な
ら
ば
、

一
方
に
お
い
て
五
微
塵
の
観
念
が
確
立
し
て
、
色
・
声
等
か
ら
五
大
が
生
ず
る
、
と
い
う
順
序

が
定
ま
る
こ
と
、
他
方
に
お
い
て
十
一
根
は
五
微
塵
あ
る
い
は
五
大
と
直
接
因
果
関
係
に
入
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
と
並
行
的
に
我
慢

よ
り
生
ず
る
と
さ
れ
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
が
重
要
な
点
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
o

前
者
は
色
・
声
等
を
明
確
に
実
体
と
し
て
原

理
の
系
列
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
主
た
る
契
機
と
し
)
、
後
者
は
感
覚
器
管
等
と
対
象
と
の
平
行
の
思
想

rも
と
づ
く
と
言
い
得
る
で
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あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
契
機
が
、
前
者
は
『
大
智
度
論
』
に
、
後
者
は
『
出
奨
経
』
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と

は
注
目
し
て
よ
い
。
こ
の
両
資
料
に
よ
る
限
り
、
理
論
的
に
は
、
古
典
サ

I
ン
キ
ヤ
は
別
々
に
現
わ
れ
た
こ
の
二
つ
の
契
機
の
綜
合
の
上

に
成
り
立
つ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

次
に
根
本
原
質
た
る
世
性
の
開
展
は
細
よ
り
愈
に
至
る
こ
と
で
あ
る
と
一
言
う
o

そ
れ
故
「
転
変
為
ν
鹿
」
と
言
わ
れ
る
o

こ
れ
は
因
は

細
に
し
て
果
は
艇
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
因
果
同
一
の
立
場
か
ら
は
、
細
と
し
て
存
し
た
も
の
が
危
と
な
る
、
と
言
い
か
え
る
こ

と
が
出
来
る
o

『
十
二
門
論
』
そ
の
他
に
お
い
て
、

因
中
の
果
を
微
細
と
な
す
思
想
が
論
及
さ
れ
て
い
る
が
、
同
一
の
思
想
を
指
し
て
い

る
O 

「
瓶
性
」
の
概
念
が
サ
l
ン
キ
ヤ
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
既
に
第
一
節
で
論
じ
た
。

引
用
の
最
後
に
広
く
は
「
僧
怯
経
」
に
説
く
と
述
べ
て
い
る
o

体
系
的
な
学
説
が
存
在
す
る
以
上
、
そ
の
経
典
(
印
日
目
又
は
古
田
門

E)

北
大
文
学
部
紀
要



竜
樹
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
サ
l
γ
キ
ヤ
思
想

が
存
在
し
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
し
、
仏
典
に
は
し
ば
し
ば
「
僧
怯
経
」
又
は
「
僧
室
町
が
言
及
さ
れ
て
い
る
D

し
か
し
現
存
の

文
献
と
同
一
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
お
い
て
は
精
神
的
原
理
た
る
純
粋
精
神
(
℃
日
忘
印
)

に
関
し
て
は
言
及
、
が
な
い
が
、
他
の
と
こ
ろ
に
散
説
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
サ
l
ン
キ
ヤ
で
あ
る
と
い
う
限
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、

必
ら
ず
し
も
サ

l
γ

キ
ヤ
説
と
の
み
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ

う

「
問
日
、
応
v
有
v
我。

心
能
使
ν
身
、
亦
応
ニ
有
ν
我
能
使
一
レ
心
。

使
レ
心
、
有
v
心
使
-
レ
身
。
為
ν
受
一
一
五
欲
楽
-
故
o
」

何
以
故
。

警
如
二
国
主
使
v
将
、
将
使
一
v
兵
。
如
ν
是
応
一
一
有
v
我

自
ら
は
国
王
の
如
く
不
動
に
住
し
な
が
ら
、
実
際
に
活
動
す
る
臣
下
の
行
為
の
結
果
を
享
受
す
る
、
と
い
う
観
念
は
二
元
論
に
お
け
る

精
神
原
理
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
が
、
こ
こ
で
は
精
神
の
不
動
性
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
ず
、
心
・
身
に
対
す
る
主
体
た
る
関
係
が
説
か

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
サ
l
ン
キ
ヤ
の
文
献
に
お
い
て
も
右
と
同
様
の
記
述
は
見
出
し
得
る
o
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「
例
え
ば
村
役
人
が
戸
主
か
ら
税
を
徴
収
し
て
州
知
事
に
納
め
、
州
知
事
は
総
理
大
臣
に
、
総
理
大
臣
は
国
王
に
納
め
る
。
し

「
純
粋
精
神
の
目
的
が
動
因
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
直
接
的
手
段
が
主
要
な
も
の
で
あ
る
o

し
か
る
に
覚
は
そ
れ
の
直
接
的
手
段
で
あ

そ
れ
故
に
こ
れ
は
主
た
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
総
理
大
臣
は
直
接
国
王
の
目
的
を
実
現
す
る
故
に
主
た
る
も
の
で
あ
り
、

他
の
村
役
人
な
ど
は
こ
れ
に
対
し
て
従
属
的
な
も
の
で
あ
る
o
」

る。
『
ヨ

I
ガ
ス

I
ト
ラ
』

(
H
F
N
ω
)

に
云
う
所
有
主

(
回
〈
悶

B
F
)
と
所
有
物
(
白
話
)

の
観
念
も
こ
れ
と
関
連
が
あ
る
で
あ
ろ
う
o

第
二
節
で
検
討
し
た
外
教
分
類
の
中
に
、
神
を
無
辺
と
す
る
説
が
あ
り
、

「
無
辺
者
。
有
人
説
。
神
遍
二
満
虚
空
二
無
二
処
不
一
レ
有
。
得
ニ
身
処
-
能
覚
二
十
古
川
示
。
是
名
一
三
神
無
辺
こ



と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
神
(
目
白

2)
は
遍
在
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
知
覚
が
起
る
の
は
身
体
を
得
る
こ
と
に
よ
る
、

と
さ
れ

る
o

こ
の
記
述
に
は
ア

I
ト
マ

γ
の
一
・
多
の
問
題
は
論

J

ぜ
ら
れ
て
お
ら
ず
、

そ
の
限
り
で
は
遍
在
す
る
唯
一
の
ア
l
ト
マ

γ
を
認
め
る

説
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
別
の
と
こ
ろ
で
は
こ
の
問
題
に
参
照
し
得
る
次
の
記
述
を
な
し
て
い
る
o

「
問
日
、
何
以
識
一
一
無
我
一
。

.. 

付

一
切
人
各
於
ニ
自
身
中
一
生
一
一
計
我
一
、

不
下
於
一
一
他
身
中
-
生
上
レ
我
。

若
自
身
中
無
我
、

而
妄
見
為
ν
我
者
、

他
身
中
無
我
、

亦

応
下
於
一
一
他
身
一
而
妄
見
為
上
レ
我
。

∞
 
復
次
若
内
無
我
、
色
識
念
念
生
滅
。
云
何
分
別
知
一
一
是
色
青
黄
赤
白
一
。

日
明

復
次
若
無
我
、
今
現
在
人
識
漸
漸
生
滅
。
身
命
断
時
亦
尽
一
一
諸
行
罪
福
-
。
誰
随
誰
受
。
誰
受
=
苦
楽
一
、
誰
解
脱
者
。

ネ

(nu

如
v
是
種
種
内
縁
故
、
知
v
有
ν
我
o
」
(
ホ
因
の
誤
植
で
あ
ろ
う
。
国
訳
一
切
経
、
釈
経
論
部
一
、
=
二
七
頁
は
因
と
読
む
)

」
れ
は
反
対
者
の
説
で
あ
る
が
、

い
か
な
る
学
派
か
は
明
記
さ
れ
な
い
。
し
か
し
『
百
論
』
に
お
い
て
も
こ
こ
で
論
ぜ
ら
れ
た
る
問
題
が
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取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
理
解
の
た
め
に
も
『
大
智
度
論
』
に
お
け
る
「
神
遍
満
し
の
思
想
が
い
か
な
る
も
の
か
を
明
ら
か
に
し
た

い
の
で
あ
る
が
、
本
書
は
こ
れ
に
対
す
る
返
答
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
一
吉
う
o

「
汝
言
二
神
遍
一
。
亦
応
下
計
二
他
身
一
為
上
ν
我
」

こ
の
批
判
を
み
る
と
、
神
無
辺
に
お
け
る
外
教
者
の
神
遍
満
に
関
す
る
記
述
以
上
に
は
新
し
い
知
識
を
与
え
て
い
な
い
。
し
か
し
も
し
も

ヴ
ェ
ー
ダ

I
γ
タ
的
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
思
想
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
他
の
区
別
不
成
立
に
関
す
る
攻
撃
は
よ
り
有
効
な
方
向

を
見
出
し
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く

ιも
そ
れ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
他
の
区
別
に
立
脚
し
て
多
数
我
を
認
め
、

且
つ
そ
れ
ぞ
れ
が

遍
在
す
る
と
い
う
『
サ
l
ン
キ
ヤ
頭
』
の
思
想
と
同
類
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

北
大
文
学
部
紀
要



竜
樹
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
サ
l

ン
キ
ヤ
思
想

な
お
前
引
の
反
対
者
の
主
張
に
対
す
る
返
答
も
こ
こ
に
挙
げ
て
お
き
た
い
。
神
無
辺
論
下
の
主
張
に
対
し
て
は
、

「
若
神
常
者
亦
応
J

不
レ
受
=
苦
楽
-
。
何
以
故
。
苦
来
則
憂
、
楽
至
則
喜
。
若
為
一
一
憂
喜
一
所
v
変
者
、
則
非
レ
常
也
O
L

ま
た
右
の
同
に
対
し
て
、

*

(

却

)

「
若
神
常
者
、
則
無
ν
起
無
v
滅
。
不
レ
応
有
二
妄
失
一
。
以
下
其
無
ν
神
識
無
常
よ
故
、
有
v
忘
有
v
失
。
」
(
*
忘
の
誤
り
か
)

同
に
対
し
て
は
神
無
常
と
い
う
結
論
か
ら
罪
福
の
無
を
も
っ
て
応
え
て
い
る
。

次
に
微
細
身
に
関
す
る
紹
介
が
、
前
節
の
神
常
無
常
論
の
下
に
あ
っ
た
が
、
同
じ
こ
と
が
別
の
と
こ
ろ
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
o

「
間
目
、
身
有
一
三
種
一
。
段
身
及
細
身
。
島
身
無
常
細
身
是
神
。
.

神間
通日
聖
人此

き雪
己抽ι

伊話
回(

さき契

時
己
去

若
活
時
則
不
ν
可
二
求
得
一
。

汝
云
何
能
v
見。

又
此
細
身
非
一
一
五
情
能
見
能
知
一
。
唯
有
一
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し
か
し
こ
れ
は
必
ら
ず
し
も
サ
l
γ
キ
ヤ
説
の
み
と
は
言
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

運
動
に
関
す
る
分
析
は
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
l
シ
カ
派
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
が
、

サ
l
γ
キ
ヤ
も
恐
ら
く
同
学
派
の
影
響
の
下
に
異
説
を
提

出
し
て
い
る
o

「
若
挙
、
若
下
、
若
来
、
若
往
、
若
屈
、
若
申
、
若
出
、
若
入
等
有
一
一
所
作
一
」

本
書
は
主
張
者
を
明
示
し
な
い
が
、

『
婆
沙
論
』

が
既
に
サ
l
γ
キ
ヤ
に
関
し
て
ほ
ぼ
同
様
に
述
べ
て
い
る
の
で
、

サ
l
ン
キ
ヤ
の
参
考
倦

資
料
と
し
て
扱
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
「
八
清
浄
道
」
の
紹
介
が
注
目
さ
れ
る
o

こ
れ
は
外
教
の
修
業
論
に
当
る
も
の
を
紹
介
し
、

丁
度
『
百
論
』
の
第
一
口
問
「
捨
罪

福
品
」
と
比
較
し
う
る
形
の
記
述
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、



八
大
布
施

但
説

第
ノヘ

名一

清自
浄 覚

許二
」ー)ー・

開

三
読
経
、

「
亦
更
有
一
言
、

八
清
浄
道
。

四
畏
一
一
内
苦
一
、

五
畏
一
一
大
衆
生
音
一
、

七
得
二
好
師
一
、

六
畏
一
一
天
苦
一
、

こ
れ
が
『
サ
l
γ
キ
ヤ
頭
』
五
一
と
内
容
的
に
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
得
な
円
。

口

}
g
r
rゲ
門
目
。
£

ru益
百
ロ
回
目
門
古

rwrz-mrmH呂
田
口
問
可
}
戸
田
口

}
4
Q
H旧
宮
忌
¥
仏
仰
ロ
白
百
円
回
目
正
門
岸
田
可
O
W
凹

S
H
r・
-
:
:
¥
¥

苦
の
三
種
が
『
大
智
度
論
』
で
は
各
々
列
挙
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
解
釈
は
「
因
究
苦
」
と
し
て
い
る
が
、
三
m
r凶
仲
間
を
こ

の
よ
う
に
羅
什
は
理
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
o

好
師
は

E
r
E
の
批
評
的
な
訳
で
あ
ろ
う
。
清
浄
道
は
こ
の
八
種
の
み
を
指
す
の
で
な
く
、

し
か
し
第
八
の
布
施
の
み
を
清
浄
道
と
み
な
す
、

外
教
一
般
の
修
業
法
を
指
す
通
名
で
あ
る
。

た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

サ
l
γ
キ
ヤ
自
身
の
下
し
て
い
る
評
価
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
八
種
を
段
階
的
に
究
克
す
る
も
の
と
解
し
て
い

と
言
う
の
は
、

他
派
に
関
す
る
記
述
か

ら
み
て
も
、

(
1
)

一u
大
相
官
度
論
』
の
作
者
が
竜
樹
で
あ
る
か
否
か
は
な
お
検
討
を
要
す

る
が
、
干
潟
博
士
は
羅
什
の
加
筆
が
あ
る
が
、
竜
樹
、
少
な
く
と
も
イ
ン

ド
以
外
の
人
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
を
論
ぜ
ら
れ

た
。
「
大
智
度
論
の
作
者
に
つ
い
て
」
(
『
印
仏
研
』
第
七
巻
、
第
一
号
、

一l
l
一
一
一
頁
〉
特
に
本
書
と
『
中
論
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
三
枝

充
恵
教
授
「
大
智
度
論
所
収
偶
煩
と
中
論
頚
」
門
「
印
仏
研
』
第
一
五
巻

第
一
号
、
八
五
頁
以
下
)
が
詳
細
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
な
お
羅
什

訳
に
は
訳
者
の
変
容
が
あ
る
こ
と
を
、
『
維
摩
経
』
に
つ
い
て
中
村
教

授
「
ク
マ

l
ラ
ジ

l
ヴ
ア
(
羅
什
)
の
思
想
的
特
徴
」
弓
金
倉
博
士
古

稀
記
念
論
文
集
』
)
が
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

北
大
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(

2

)

五
十
嵐
智
昭
氏
「
竜
樹
に
於
け
る
外
遊
説
」
(
「
ピ
タ
カ
』
第
三
年
第

一
一
号
、
第
三
号
、
第
一
一
号
、
昭
和
一

O
年
)
及
び
「
竜
樹
・
提
婆
に
知

ら
れ
た
る
数
論
・
勝
論
学
説
に
就
い
て
」
(
「
宗
教
研
究
』
新
第
一
一
巻
、

八
四
三
頁
以
下
)
が
こ
れ
ら
の
資
料
を
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
。

(
3
)

大
正
一
一
五
、
五
四
六
頁
、
下
、
一
八
|
二
九
行
。

(

4

)

山
山

}or
ミ一向
HHtrpω
口
可
mw

印

w
u
F
Z
M
m〈
削
内
山
知
く
・
白
N

・

(

5

)

広
・
〈
〈
-
h
p
ω
ω

同町・

(

6

)

丘
・
〈
〈
・

ω
、
ω
N
・

〈

T
)

州内包岳地内白地、
S
Q
B
』九時抽選制運旬
b
w
u
・白日・

(
8
Y
木
村
泰
賢
『
小
乗
仏
教
思
想
論
』
第
四
位
柿
第
一
章
、
四
三
五
、
四
一
二



竜
樹
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
サ

l
ン
キ
ヤ
思
想

八
頁
(
『
現
代
仏
教
名
著
全
集
』
第
三
巻
所
収
)
『
中
論
』
で
も
十
二
因

縁
の
小
乗
的
解
釈
と
し
て
同
様
に
言
う
。
第
二
六
章
第
二
顔
。

(

9

)

例
え
ば
『
百
論
』
は
二
十
五
諦
と
言
い
つ
つ
も
全
て
を
挙
げ
て
は
い

な
し

(

ω

)

大
正
二
七
、
七
二
九
頁
、
下
、
二
七
行
以
下
。

(
日
)
拙
稿
「
大
乗
「
大
般
漫
然
経
』
に
言
及
さ
れ
た
サ

l
ン
キ
ヤ
思
想
」

(
『
印
仏
研
』
第
九
巻
、
第
一
一
号
、
一
七
六
頁
)
司
B
弓宅内
w
-
Z
R
C
E守

HmE口
E
ロ
m
g
E
5
7向
O
Z
邑
E
H
B
F
り
呂
田
E
W
E
-江
田
口
宮
口

H
，

aF

謡、

N
同~ミ・

N
W
R叫
-

M

内M
内M
内口、

ω
・
巴
∞
w
N
O
ω

・

(
ロ
)
前
注
所
掲
拙
稿
、
一
七
五
頁
参
照
。

〈
β
〉
拙
稿
、
向
。

-1i
日

σ『
同
押
印

に
は
白
ゲ
凶
Brh即日
sHSHHH問
片

g
l
!一
と

「
-
H
H
F
ロ
仏
片
岡
町
凶

す
る
型
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
(
影
印
北
京
版
、
第
九
七
巻
、
一

O
三

頁
、
五
、
第
六
行

i
一
O
四
頁
、
一
、
第
一
行
)
ペ
ロ

FELf-E
に
も

諸
説
が
伝
え
ら
れ
て
い
ド
る
。

(

リ

円

)

〈

m-・
司
自
己
唱
と

-
S
H
W
C
S町、

W
九
円
』
町
四

h

出
向
、
な
忠
良
p
h
w刊
、
暑
と
b
h
q
b
p
p

切内山
-
F
ω
・
ωお
・
叙
事
詩
に
お
け
る
開
展
の
順
序
は
前
記
の
よ
う
に
解

し
う
る
が
、
そ
の
中
で
色
等
の
意
義
及
び
位
置
は
実
は
明
確
と
は
号
=
一
口
え

ι
な
い
。

(
β
)

金
倉
円
照
博
土
「
自
我
思
想
」
七
三
頁
参
照
。

(
凶
)
本
田
恵
氏
「
カ

l
リ
カ

l
以
前
の
サ

I
ン
キ
ヤ
の
典
籍
」
(
『
印
仏
研
』

同
】
由
、
即
日
¥
巴

h
E

第
二
巻
第
二
号
、
一
三
五
|
六
頁
)
参
照

0

・

〈
げ
)
大
正
二
五
、
二

O
O頁
、
中
|
下
。

(
叩
凶
)
同
2

ミ
同
世
白
骨
向
泣
き
N
h
h
b

邑

ω州内・

8
・

ハm
U
)

乞

包

ω州内・

ω斗・

(
却
〉
但
し
国
王
の
喰
そ
の
も
の
は
一
般
的
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
例
え

ば
切
手
-CHν
・
口
-
Y
同
∞
に
お
け
る
大
玉
。
ま
た
『
倶
舎
論
』
(
第
一

巻
、
五
左
二
行
)
の
「
帝
王
匡
」
。
し
か
七
例
え
ば
「
種
々
な
る
手
段
の

集
合
せ
る
身
体
は
、
自
体
上
非
集
合
体
に
し
て
国
王
の
座
を
占
む
べ
き

所
有
主

(ω

品
目
5)
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
う
る
」

(pbgg
包

間
主

E
C℃
・
〈
-
H
)

の
如
き
表
現
は
す
ぐ
れ
て
サ
i
γ
キ
ヤ
的
(
口
司
・

間
関
・
ミ
)
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

(
幻
)
大
正
二
五
、
五
四
七
頁
、
上
。

(
泣
)
大
正
二
五
、
一
四
八
頁
、
中
、
一
一
行
以
下
。

(
幻
)
向
、
一
四
八
真
、
二
八
行
。

(
川
此

)
B
S
E
E
g
g円
に
対
す
る
批
判
参
照
。

(
忽
)
大
正
二
五
、
一
四
九
頁
、
上
、
一
二
|
一
四
行
。

(
お
)
向
、
一
四
九
頁
、
上
、
一
七
一
九
行
以
下
。

(
幻
〉
向
、
一
四
九
頁
、
上
、
一
九
行
以
下

(
お
〉
問
、
一
四
九
真
、
中
、
一
六
行
以
下
。

(
m
U
)

向
、
一

O
一
一
頁
、
下
、
一
七
|
一
八
行
。

(
却
)
向
、
八

O
頁
、
中
、
二
一
-
|
二
三
行
。
三
本
と
宮
本
は
大
布
施
の
大

を
除
く
。
こ
れ
が
よ
い
。
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ハ引
λ

〉
円
k
B
H
C円
円
。

(o-v・
2
F
、吋
C目
白

戸

司

-
M
C
印
)
の
還
発
は
違
っ
て
い
る
が
、

漢
訳
そ
の
ま
ま
か
ら
訳
し
た
た
め
で
あ
る
。

(

m

A

)

1

仏

c
r
r
z
r
r
ミ
P
F
M
W
H
H
5
2伊

(
m
u
〉
『
大
智
度
論
』
に
は
苦
の
分
類
と
し
て
、
内
苦
と
外
音
に
大
別
し
、

前
者
を
更
ら
に
身
・
心
に
二
分
し
、
後
者
を
サ

l
ン
キ
ヤ
の
依
外
苦

・
依
天
苦
に
相
当
す
る
も
の
に
分
け
る
分
類
を
伝
え
て
い
る
。
(
二

O

二
頁
中
)
内
容
的
に
は
サ

l
ン
キ
ヤ
と
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
の
分
類
も

一
般
に
見
ら
れ
る
。

第
四
節

『
十
二
門
論
』

の
因
果
論
批
判

『
智
度
論
』
は
「
世
間
有
ご
因
中
説
ν
果
、
果
中
説
一
ν
因
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

『
十
二
門
論
』

は
詳
細
に

〔

2
)

」
の
よ
う
な
「
因
見
」
を

批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
と
ま
っ
た
形
と
し
て
は
因
果
論
批
判
の
最
初
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

(
4
)
 

討
し
て
み
た
い
。

『
中
論
』

を
参
照
し
な
が
ら
以
下
に
検

第
二
章
「
観
有
果
無
果
門
」
に
お
け
る
因
中
有
果
論
が
実
際
に
い
か
な
る
学
派
を
指
示
し
て
い
る
か
、
本
文
に
は
明
言
が
な
い
が
、
サ

l
ン
キ
ヤ
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
後
代
の
文
献
と
の
比
較
に
よ
っ
て
確
か
め
得
る
。

.
因
果
関
係
の
概
念
的
把
握
に
対
す
る
論
難
は
「
不
白
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
が
『
中
論
』
の
立
場
で
あ
る
が
、
本
書
も
因
果
論
批
判

を
同
じ
趣
旨
に
お
い
て
展
開
す
る
。

「
復
次
諸
法
不
生
、
何
以
故
。

先
有
則
不
生
、
先
無
亦
不
生

有
無
亦
不
生
、
確
当
レ
有
一
一
生
者
一

若
果
因
中
先
有
、
則
不
ν
応
レ
生
、
先
無
亦
不
レ
応
v
生
、
先
有
無
亦
不
v
応
v
生
。
何
以
故
」

右
の
傷
文
及
び
注
釈
は
全
体
の
趣
意
を
先
取
し
て
い
る
が
、
『
中
論
』
〈
戸
N
C
U

凶
戸
H
G

が
内
容
上
一
致
す
る
。
次
に
ま
づ
因
中
有
果

北
大
文
学
部
紀
要
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竜
樹
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
サ
l
γ

キ
ヤ
思
想

(
8
)
 

論
の
批
判
が
開
始
さ
れ
る
。

〔一〕

ω
「
若
果
因
中
先
有
而
生
、

今
生
己
復
応
二
更
生
一
、

如
ご
果
先
未
レ
生
市
生
一
者
、

何
以
故
、

因
中
常
有
故
、
従
ニ

是
則
無
窮
、

是
有
辺
一
復
応
三
更
生
一
、
是
則
無
窮
」

以
下
ゆ
ま
で
が
一
連
の
議
論
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
無
窮
の
過
が
指
弾
さ
れ
る
。
未
生
と
生
己
と
の
果
は
共
に
有
と
さ
れ
る
が
故
に
、

こ
の
「
有
辺
」
か
ら
し
て
、
未
生
が
生
ず
る
の
と
同
様
に
、
生
己
も
ま
た
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
、
と
論
難
し
て
い
る
。
「
因
中

(
9〉

常
有
故
」
と
は
、
「
己
生
之
果
不
ν
異
二
彼
未
生
こ
「
因
外
之
有
不
レ
異
ニ
因
内
之
有

L

そ
れ
故
に
己
生
の
果
と
一
言
え
ど
も
因
中
に
あ
る
と

異
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
「
己
生
が
更
ら
に
生
ず
」
と
い
う
徴
難
を
基
礎
づ
け
て
い
る
。
『
中
論
』
(
〈
戸
広
)
参
照
。

ω
「
若
謂
ニ
生
己
更
不
v
生
、
未
生
而
生
一
者
、
是
中
無
レ
有
ニ
生
理
一
、
是
故
先
有
而
生
、
是
事
不
ν
然」

無
窮
の
過
失
を
避
け
る
べ
く
、
未
生
な
る
因
中
の
果
は
生
ず
る
が
、
生
己
な
る
因
外
の
果
は
更
ら
に
生
ず
る
こ
と
は
な
い
、
と
の
反
論

に
対
し
て
、
か
か
る
区
別
の
不
令
理
性
を
指
摘
す
る
。
両
者
共
に
有
た
る
以
上
、
己
生
の
不
生
を
主
張
す
る
な
ら
ば
、
未
生
も
ま
た
不
生

と
な
る
べ
き
で
あ
る
o

こ
れ
は

ωの
無
窮
の
逆
で
あ
る
o

ω
「
復
次
若
因
中
先
有
v
果
、
而
謂
二
未
生
而
生
、
生
己
不
一
v
生
者
、
是
二
供
有
、
而
一
生
一
一
小
生
、
無
v
有
二
是
処
こ

未
生
は
生
ず
る
、
が
己
生
は
更
ら
に
生
じ
な
い
、
と
強
い
て
区
別
を
立
て
る
な
ら
ば
、
未
生
も
己
生
も
有
で
あ
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
に

拘
ら
ず
、
か
か
る
区
別
を
立
て
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。

ω
「
復
次
一
若
未
生
定
有
者
、
生
己
則
応
レ
無
、
何
以
故
、
生
未
生
共
相
違
故
、
生
未
生
相
違
故
是
二
作
栢
亦
相
違
」

未
生
と
生
己
と
の
区
別
の
方
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
未
生
が
有
で
あ
る
か
ら
、
生
己
は
有
と
区
別
さ
れ
矛
盾
対
立
す
る
と
こ

ろ
の
無
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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ゆ
「
復
次
有
与
レ
無
栢
違
、
無
与
レ
有
相
違
、
若
生
己
亦
有
、
未
生
時
亦
有
者
、

則
生
未
生
不
レ
応
レ
有
レ
異
、
何
以
故
、
若
有
生
、

生
己
亦
有
、
未
生
亦
有
、
如
レ
是
生
未
生
有
一
一
何
差
別
一
、
生
未
生
無
一
三
走
別
一
、
是
事
不
v
然
、
是
故
有
不
レ
生
」

し
か
る
に
未
生
も
生
己
も
共
に
有
で
あ
る
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、
未
生
と
生
己
の
差
別
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
o

こ
れ
は
道
理
に

合
わ
な
い
。

「
復
次
有
己
先
成
、
何
用
ニ
更
生
一
、
如
一
一
作
己
不
v
応
v
作
、
成
己
不
一
v
応
レ
成
、
是
故
有
法
不
v
応
v
生」

因
中
有
果
が
因
中
に
お
い
て
果
が
完
全
な
形
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
己
に
出
来
上
っ
て
い
る
果
が
さ
ら
に
生

〔

一

一

〕

ず
る
に
は
及
ば
な
い
。

こ
れ
は
究
文
『
中
論
』
〈
戸
口
と
は
合
わ
な
い
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
諸
訳
に
一
致
が
見
ら
れ
殺

r-¥ 

一一-
L一一J

「
復
次
若
有
生
、

因
中
未
生
時
果
応
一
一
可
見
一
、

而
実
不
一
一
可
見
一
、

如
下
泥
中
瓶
蒲
中
席
応
ニ
可
見
一
而
実
不
中
可
見
上
、

是
故
有

-81 -

不
レ
生
」

前
項
を
承
け
て
、
こ
こ
で
も
因
中
の
果
を
完
成
さ
れ
た
果
と
解
し
て
、
も
し
も
か
か
る
果
が
生
ず
る
と
す
れ
ば
、
既
に
因
中
に
お
い
て

果
と
し
て
知
覚
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
言
う
o

こ
れ
は
『
中
論
』
凶
戸
ω
と
比
較
し
得
る
o

次
に
サ

l
γ

キ
ヤ
派
の
返
答
が
な
さ
れ
る
o

「
問
目
、
果
雄
一
一
先
有
-
、
以
v
未
レ
変
故
不
v
見」

こ
れ
ま
で
は
単
に
結
果
の
因
中
に
お
け
る
有
、

そ
し
て
ま
た
そ
の
有
は
、
生
己
た
る
果
と
し
て
の
形
態
に
お
け
る
有
と
し
て
、
論
難
が

な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
変
化
と
い
う
概
念
が
サ

l
γ

キ
ヤ
派
か
ら
提
出
さ
れ
た
o

以
下
は
こ
の
観
点
を
め
ぐ
っ
て
批
判
が
な
さ

れ
る
o北

大
文
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紀
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〔四〕

ω答
目
、
若
瓶
未
v
生
時
、
瓶
体
未
レ
変
故
不
ν
見
者
、

以
-
一
牛
相
馬
相
一
有
上
レ
瓶
耶
、

以
二
何
相
一
知
、

一
言
一
一
泥
中
先
有
一
ν
瓶、

ス
ヤ

為
下
以
二
瓶
相
一
有
よ
v
瓶、

為
下

若
泥
中
無
一
一
瓶
相
一
者
、
亦
無
ご
牛
相
馬
相
二
是
宣
不
ν
名
ν
無
耶
、
是
故
汝
説
一
一
因
中
先
有
ν
果
而
生
一
者
、
是
事
不
v
然」

瓶
体
即
ち
具
体
的
な
瓶
の
形
態
は
、
原
因
中
に
お
い
て
は
未
だ
変
化
・
現
成
し
て
い
な
い
故
に
知
覚
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
、
と
言
う
な

ら
ば
、
ど
う
し
て
結
果
が
原
因
中
に
存
す
る
と
知
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
瓶
が
存
在
す
る
と
知
る
の
は
、
瓶
相
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
と
無
関
係
な
牛
相

馬
相
に
よ
る
の
で
は
な
い
が
、
瓶
相
が
泥
の
中
に
知
覚
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
瓶
は
無
で
あ
る
と
言
う
外
な
い
。

因
中
に
果
は
無
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

ω
「
復
次
変
法
即
是
果
者
、
即
応
=
因
中
先
有
一
レ
変
、
何
以
故
、
汝
法
因
中
先
有
v
果
故
。
若
瓶
等
先
有
、

可
見
一
、
而
実
不
可
得
、
是
故
汝
吾
首
ニ
未
ν
変
故
不
一
v
見
、
是
事
不
v
然」

前
項
に
反
し
て
な
お
も
因
中
有
果
を
主
張
す
る
な
ら
ば
、
果
と
は
変
化
e

現
成
せ
る
も
の
た
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
因
中
に
お
い
て
可

変
亦
先
有
、

応
当
ニ

-82 -

得
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
実
際
に
は
不
可
得
で
あ
る
。

そ
れ
故
「
有
果
」
と
い
う
固
定
化
・
概
念
化
の
中
に
「
変
」
(
化
〉
の

概
念
を
も
ち
込
む
余
地
は
な
い
。
『
中
論
』
(
凶
口
H
a

吋
)
参
照
。

ω「
若
謂
一
-
一
未
変
不
一
一
名
為
一
v
果
、
則
果
畢
寛
不
可
得
、
何
以
故
、
是
変
先
無
、
後
亦
応
レ
無
。
故
瓶
等
果
畢
寛
不
可
得
」

果
は
因
中
に
あ
る
と
き
は
未
だ
変
化
し
て
い
な
い
故
に
、
こ
れ
を
果
と
は
呼
ば
な
い
'
の
で
あ
る
、
と
言
う
な
ら
ば
、
変
化
せ
る
果
は
因

中
に
は
無
で
あ
る
か
ら
、
果
は
ど
こ
に
も
存
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
ニ
れ
に
つ
い
て
は
『
中
論
』
〈

HF
∞
が
参
照
さ
れ
る
o

ω
「
若
謂
二
変
己
是
果
一
者
、
則
因
中
先
無
、
如
v
是
則
不
定
、
或
因
中
先
有
ν
果
、
或
先
無
v
果」

未
変
は
果
で
は
な
い
が
、
変
化
、
現
成
ぜ
る
も
の
は
果
で
あ
る
、
と
言
う
な
ら
ば
、
因
中
に
予
め
果
が
あ
る
と
も
な
い
と
も
確
定
し
な



サ

l
γ

キ
ヤ
派
は
次
に
、
存
在
す
る
も
の
で
も
諸
種
の
条
件
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
、
と
一
言
っ
て
、
そ
の
一
般
的
条
件

を
提
示
す
る
。

「
間
目
、
先
有
v
変
、
但
不
レ
可
v
得
レ
見
、
九
物
自
有
、
有
而
不
可
得
者
、
如
一
一
山
物
或
有
v
近
而
不
可
知
、
山
或
有
レ
遠
而
不
可

知
、
川
或
根
壊
故
不
可
知
、
川
或
心
不
住
故
不
可
知
、
付
障
故
不
可
知
、
制
同
故
不
可
知
、
川
川
勝
故
不
可
知
、
一
川
微
細
故

不
可
知
一
)

い
こ
と
に
な
る
。近

而
不
可
知
者
、
如
ニ
眼
中
薬
一
、

遠
而
不
可
知
者
、
如
下
鳥
飛
一
一
虚
空
二
向
調
遠
逝
上
、

-83 -

根
壊
故
不
可
知
者
、

聾
不
v
聞
レ
声
、

鼻
塞
不
レ
聞
レ
香
、

口
爽
不
レ
知
レ
味
、

身
頑
不
ν
知
v
触、

如
二
世
間
不
v
見
レ
色
、

心
狂

不一
ν
知
レ
実
、

v
 

v
 

v
 

v
 

v
 

ユ

ジ

テ

モ

如
レ
是
諸
法
雄
レ
有
、
以
=
八
因
縁
一
故
不
可
知
、
汝
説
一
一
因
中
変
不
可
得
、
瓶
等
不
可
得
-
者
是
事
不
レ
然
、
何
以
故
、

心
不
住
故
不
可
知
者
、
如
下
心
在
-
一
色
等
一
則
不
上
v
知
レ
戸
、

障
故
不
可
知
者
、
如
T
f

地
障
二
大
水
-
、
壁
障
中
外
物
上
、

同
故
不
可
知
者
、
如
ご
黒
上
墨
点
一
、

勝
故
不
可
知
者
、
如
下
有
一
一
鐘
鼓
音
¥

不
上
v
聞
=
梢
払
声
-
、

細
微
故
不
可
知
者
、
如
=
微
塵
等
不
-
レ
現
、

是
事
監
レ

北
大
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有
、
以
八
因
縁
一
故
不
可
得
、

直
接
知
覚
不
成
立
の
八
種
条
件
は
『
サ
l
γ
キ
ヤ
頭
』
第
七
に
説
か
れ
て
い
る
ほ
か
、

る。

サ
1
ン
キ
ヤ
派
と
結
び
つ
い
て
伝
え
ら
れ
て
い

〔五〕

ω
「
答
日
、
変
法
及
瓶
等
果
、

不
ν
同
二
八
因
縁
不
可
得
二
何
以
故
、

若
変
法
及
瓶
等
果
、
極
近
不
可
得
者
、
小
遠
応
一
一
可
得
一
、

極
遠
不
可
得
者
、
小
近
応
一
一
可
得
-
、

若
根
壊
不
可
得
者
、
根
浄
応
ご
可
得
一
、

若
心
不
住
不
可
得
者
、

心
住
応
一
一
可
得
一
、

-84 -

若
障
不
可
得
者
、
変
法
及
瓶
法
無
レ
障
応
一
一
可
得
一
、

若
同
不
可
得
者
、
異
時
応
一
一
可
得
一
、

若
勝
不
可
得
者
、
勝
止
応
二
可
得
一
、

若
細
微
不
可
得
者
、
而
瓶
等
果
必
応
ニ
可
得
一
、
若
瓶
細
故
不
可
得
者
、
生
己
亦
応
ニ
不
可
得
一
、
何
以
故
、
生
己
未
生
細
相
一

故
、
生
己
未
生
倶
定
有
故
o
」

八
種
の
条
件
が
特
定
の
情
況
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
情
況
を
変
化
さ
せ
る
な
ら
ば
実
有
な
る
も
の
は
知
覚
さ
れ
る
。
か
く

て
一
々
に
つ
い
吟
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
最
後
の
「
微
細
故
不
可
得
」
に
つ
い
て
は
、
果
は
麗
で
あ
る
か
ら
因
中
に
あ
っ
て
も
知
覚

さ
る
べ
き
で
あ
り
、
も
し
も
そ
れ
が
因
中
に
お
い
て
は
微
細
で
あ
る
。
と
言
う
な
ら
ば
生
じ
巳
っ
た
後
の
も
の
も
ま
た
微
細
不
可
得
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
論
難
す
る
。



サ
I
γ
キ
ヤ
派
は
こ
こ
で
も
〔
四
〕
に
お
け
る
と
同
様
の
説
を
出
す
、

(2) 
「
問
日
、
未
生
時
細
、
生
己
転
v
艇
、
是
故
生
己
可
得
、
未
生
不
可
得
」

「
答
目
、
若
爾
者
、
因
中
則
無
v
果
、
何
以
故
、
因
中
無
v
鹿
故
o
」

果
た
る
も
の
は
箆
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
因
中
に
は
無
で
あ
る
な
ら
ば
、
因
中
に
果
は
存
し
な
い
こ
と
に
な
る
o

(〔四〕

ω参
照
)

「
又
因
中
先
無
v
及
、
若
因
中
先
有
ν
魚
者
、
則
不
v
応
レ
言
=
細
故
不
可
得
一
」

も
し
も
因
中
に
既
に
魚
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

(3) 

そ
れ
が
知
覚
さ
れ
な
い
理
由
と
し
て

「
微
細
故
」

と
一
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
。

(〔四〕

ω参
照
)

(4) 

「
今
果
是
箆
、
汝
一
吉
ニ
細
故
不
可
得
一
、
是
危
不
ニ
名
為
一
v
果
、
今
果
畢
寛
不
レ
応
一
一
可
得
一
、

而
果
実
可
得
、

是
故
不
ニ
以
レ
細
故

-85 -

不
可
得
一
、
」

果
は
微
細
な
る
が
故
に
不
可
得
で
あ
る
と
主
張
す
る
以
上
は
、
現
に
あ
る
と
こ
ろ
の
危
な
る
果
を
果
と
呼
ば
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か

ら
ば
サ
l
ン
キ
ヤ
の
意
味
す
る
果
な
る
も
の
は
不
可
得
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
実
際
の
果
は
可
得
で
あ
る
か
ら
、
微
細
な
る
が
故
に

不
可
得
と
い
う
理
由
は
正
し
く
な
い
。
(
〔
四
〕

ωと
類
似
が
あ
る
o

)

以
上
〔
五
〕
の
検
討
の
結
論
と
し
て
言
う
o

「如
v
是
有
レ
法
、
因
中
先
有
レ
果
、
以
ニ
八
因
縁
-
故
不
可
得
、
先
因
中
有
v
果
、
是
事
不
v
然」

次
に
因
中
有
果
論
に
よ
っ
て
は
因
及
び
果
が
成
立
し
な
い
こ
と
を
言
う
。

キ

ハ

エ

シ

ア

〔六〕

ω「
復
次
若
因
中
先
有
v
果
生
者
、
是
則
因
因
壊
、
果
果
相
壊
、
何
以
故
、
如
ニ
畳
在

Z
鰻
、
如
ニ
果
在
一
レ
器
、
但
是
住
処
不
ニ

名
為
-
v
困
、
何
以
故
、
纏
器
非
ニ
畳
果
因
-
故
、

北
大
文
学
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紀
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若
因
壊
果
亦
壊
、
是
故
纏
等
非
ニ
畳
等
因
一
、
因
無
故
果
亦
無
、
何
以
故
、
因
ν
因
故
有
三
果
成
一
、
因
不
レ
成
果
云
何
成
」

単
に
果
が
因
の
中
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
因
果
関
係
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
器
の
中
に
あ
る
果
実
に
対
し
て
器
が
原
因
で
は

な
い
の
と
同
様
に
、
因
が
因
で
な
く
、
従
っ
て
ま
た
果
も
果
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
(
器
中
の
果
の
轍
は
青
目
釈
の
『
中
論
』
に
も
あ
る
0
)

ン
パ
宅
フ

ν

ω
「
復
次
若
不
レ
作
不
v
名
レ
果
、

鰻
等
因
不
ν
能
v
作
ニ
畳
等
果
一
、
如
了
棲
等
不
丙
以
ニ
畳
等
住
}
故
、

果
甲
、
如
レ
是
則
無
因
無
果
、
若
因
果
倶
無
、
則
不
ν
応
レ
求
ニ
因
中
若
先
有
レ
果
、
若
先
無
-
v
果」

因
は
果
の
住
処
、
よ
り
ど
こ
ろ
な
の
で
は
な
く
て
、
果
を
作
る
こ
と
に
お
い
て
因
で
あ
り
得
る
。
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
無
因
無
果
で
あ

何
以
故
、

能
作
乙
畳
等

る
O 

こ
の
〔
六
〕
の
議
論
は
サ

I
シ
キ
ヤ
派
の
用
い
る
亀
と
肢
体
の
職
、
万
と
鞘
の
輸
な
ど
と
連
関
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
纏
と
畳
の
轍

-86 -

は
サ
l
γ
キ
ヤ
で
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
な
が
ら
、
性
格
的
に
は
集
積
説
的
で
あ
る
。

〔七〕

「
復
次
若
因
中
有
ν
果
而
不
可
得
、
応
v
有
ニ
相
現
一
、
如
ニ
聞
v
香、

知
レ
有
v
華、

聞
ν
声
知
ν
有
v
鳥、

聞
v
笑
知
レ
有
ν
人、

見

咽
知
v
有
ν
火
、
見
ν
鵠
知
下
有
ν
池
、
如
レ
是
因
中
若
先
有
レ
果
、
応
レ
有
二
相
現
一
、
今
果
瞳
亦
不
可
得
、

相
亦
不
可
得
、

如
v
是

当
v
知
、
因
中
先
無
レ
果
o
」

も
し
も
因
中
に
果
が
存
す
る
な
ら
ば
、
か
く
推
論
し
得
る
根
拠
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
か
か
る
根
拠
は
な
い
上
に
、

因
中
に
お
け
る
果
そ
の
も
の
も
不
可
得
で
あ
る
か
ら
、
因
中
無
果
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

〔八〕

ω
「
復
次
若
因
中
先
有
v
果
生
、
則
不
ν
応レ一一ET一因
v
趨
有
v
畳、

因
レ
蒲
有
一
レ
席
、

若
因
不
レ
作
、

他
亦
不
レ
作
、
如
レ
畳
非
ニ
纏

所
作
-
、
可
エ
従
v
蒲
作
一
耶
、

果
、
若
果
無
、
因
亦
無
、
如
一
一
先
説
一
、
是
故
従
一
一
因
中
先
有
果
一
生
、
是
則
不
v
然
。
」

若
糧
不
v
作、

蒲
亦
不
ν
作、

可
レ
得
ν
言
v
無
ニ
所
従
作
一
、

若
無
一
一
所
従
作
-
則
不
一
一
名
為
一
ν



も
し
も
因
中
に
果
が
既
に
果
と
し
て
存
在
す
る
な
ら
ば
、
因
が
果
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
(
〔
六
〕
参
照
)
ま
た
因
た
る
も
の
以

外
の
も
の
が
作
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
よ
っ
て
果
は
従
来
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
、
か
か
る
も
の
は
果
と
言
え
な
い
。
従
っ
て
因
も

ま
た
存
し
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
『
中
論
』
戸
。
門
同
一
回
〈
u

k

H

h

〈
口
H

W

N

参
照
。

ω「
復
次
若
果
無
一
一
所
従
作
-
、
則
為
二
是
常
一
、
如
一
一
一
出
築
性
一
、

若
一
切
法
皆
常
則
無
二
無
常
-
、

若
果
是
常
、

諸
有
為
法
則
皆
是
常
、

何
以
故
、

一
切
有
為
法

皆
是
果
故
、

若
無
-
7
無
常
一
亦
無
v
有
v
常、

何
以
故
、

因
ν
常
有
一
一
無
常
-
、
因
ニ
無
常
一
有
レ

常
、
是
故
常
無
常
二
供
無
者
、
是
事
不
v
然
、
是
故
不
v
得
v
言
二
因
中
先
有
果
生

L

果
が
そ
の
由
来
す
る
因
を
有
し
な
い
な
ら
ば
、
果
は
常
住
で
あ
る
こ
と
と
な
り
、
し
か
ら
ば
一
切
の
有
為
法
は
常
住
と
な
る
故
に
無
常

が
な
く
な
り
、
従
っ
て
相
対
的
で
あ
る
常
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
o

タ
メ
ニ

〔九〕

ω「
復
次
若
因
中
先
有
v
果
生
、
則
果
更
与
一
一
一
呉
果
一
作
v
困
、
如
二
畳
与
v
著
為
一
v
困
、
如
一
一
席
与
v
障
為
一
ν
因
、
如
ニ
車
与
v
載

為
-ν

困
、
而
実
不
下
与
一
一
異
果
-
作
上
レ
困
、
是
故
不
レ
得
レ
言
二
因
中
先
有
果
生
一
」

果
は
何
ら
か
の
作
用
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
も
因
中
に
果
が
存
す
る
な
ら
ば
、
因
中
に
お
い
て
既
に
何
ら
か
の
作
用
が
な

-87 -

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
実
際
に
は
か
か
る
こ
と
は
な
い
。
〔
七
〕
を
参
照
。

不
一
一
以
v
水
橿
一
呑
則
不
上
ν
発
、
果
亦
如
v
是
、
若
未
v
有
ニ
縁
会
一
則
不
叩
レ
能
レ
作
v
因
、
是
事
不
レ

然
、
何
以
故
、
如
ニ
汝
所
説
一
可
了
時
名
v
果
、
瓶
等
物
非
ν
果
、
何
以
故
、
可
了
是
作
、
瓶
等
先
有
非
ν
作
、
是
則
以
v
作
為
レ

果
、
是
故
因
中
先
有
果
生
、
是
事
不
v
然」

も
し
も
因
中
に
存
す
る
果
に
何
ら
か
の
条
件
が
備
わ
ら
ね
ば
作
用
は
生
じ
な
い
、
と
言
う
な
ら
ば
、
果
は
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の

ω
「
若
謂
L
如
下
地
先
有
v
呑、

北
大
文
学
部
紀
要



竜
樹
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
サ
l

ン
キ
ヤ
思
想

原
則
(
〔
六
〕

ω、
〔八〕

ω参
照
)
が
あ
る
か
ら
、
因
中
に
存
在
す
る
と
さ
れ
る
瓶
等
は
果
で
は
な
く
、
認
識
さ
れ
た
時
に
は
じ
め
て
果

と
呼
ば
れ
る
。
し
か
ら
ば
そ
れ
は
因
中
に
は
無
で
あ
る
。

ω
「
復
次
了
因
但
能
顕
発
不
v
能
レ
生
レ
物
、
如
下
為
ν
照
二
間
中
瓶
一
故
然
ν
燈、

合
衆
縁
一
不
レ
能
レ
生
一
一
余
臥
具
等
物
一
、
是
故
当
レ
知
、
非
ニ
先
因
中
有
果
生
一
ー
一

亦
能
照
中
余
臥
具
等
物
上
、

為
レ
作
レ
瓶
故
、

末日

前
項
に
お
い
て
認
識
の
問
題
が
出
た
が
、
も
し
も
因
が
実
有
な
る
果
を
単
に
開
顕
せ
し
め
る
了
因
で
あ
る
な
ら
ば
、
了
因
は
目
指
す
対

象
の
み
な
ら
ず
他
の
諸
物
を
も
照
ら
す
の
で
あ
る
が
、
因
は
そ
の
ご
と
く
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
因
は
了
因
で
は
な
い
か
ら
、
従
っ
て
果

も
ま
た
因
中
に
有
な
の
で
は
な
い
。

「
復
次
若
因
中
先
有
レ
果
生
、
則
不
v
応
v
有
一
一
今
作
当
作
差
別
一
、
而
汝
受
二
今
作
当
作
一
、
是
故
非
一
一
先
因
中
有
一
レ
果
」

因
中
に
果
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
果
を
現
に
作
り
、
或
い
は
未
来
に
作
る
と
い
う
時
間
の
区
別
が
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

〔一

O〕

-88 -

以
上
が
因
中
有
果
論
に
対
す
る
論
難
で
あ
る
o

そ
の
論
難
の
方
法
全
て
が
『
中
論
』
に
見
出
さ
れ
る
と
は
言
え
な
い
が
、
若
干
の
対
応

を
指
摘
し
得
た
。

右
の
議
論
を
通
じ
て
サ
l
ン
キ
ヤ
派
の
因
中
有
果
の
思
想
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
得
る
で
あ
ろ
う
o

一
、
結
果
は
原
因
の
中
に
予
め
存
在
す
る
。
し
か
し
原
因
中
に
お
け
る
結
果
は
、
原
因
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
後
の
結
果
そ
の
ま
ま
で
は

な
い
。
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
『
十
二
門
論
』
は
執
劫
な
ま
で
に
追
求
す
る
が
、
国
中
に
有
な
る
果
は
微
細
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
以
外
に

は
積
極
的
な
返
答
は
与
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
「
微
細
」
に
関
し
て
は
認
識
不
可
能
と
い
う
こ
と
以
外
の
説
明
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

二
、
も
う
一
つ
の
立
場
は
変
化
の
概
念
で
あ
る
。
(
〔
四
〕
を
参
照
。
)
原
因
が
変
化
し
て
結
果
と
な
る
0

(

こ
の
点
で
集
積
説
と
区
別
さ

れ
る
o
)



るが一、 三
、
因
中
有
果
と
変
化

(
1転
変
)
と
い
う
右
の
二
つ
の
立
場
は
字
義
通
り
に
解
す
る
限
り
両
立
し
な
い
。
そ
の
点
も
攻
撃
さ
れ
て
い

サ

l
γ

キ
ヤ
派
と
し
て
は
、
因
が
変
じ
て
果
と
な
り
、
し
か
も
果
は
微
細
な
る
形
に
お
い
て
、
即
ち
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
原

因
中
に
内
在
す
る
、

と
主
張
す
る
。

因
中
有
果
論
の
問
題
は
以
上
で
終
る
が
、
こ
れ
に
続
く
因
中
無
昇
諭
批
判
は
こ
れ
に
劣
ら
ず
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
に
検
討
し
ょ

A
ノ
。

「
若
謂
一
一
因
中
先
無
v
果
而
果
生
一
者
、
是
亦
不
v
然
。
何
以
故
。

〔一〕

若
無
而
生
、
応
v
有
一
一
第
二
頭
第
三
手
生
一
。
何
以
故
。
無
而
生
故
o
」
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無
は
生
じ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
『
中
論
』
戸
三
凶
凶
戸
尽
を
参
照
。
チ
ャ

γ
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
も
「
無
な
る
も
の
、
例
え
ば
空
華

を
成
立
せ
し
め
る
因
縁
を
取
る
こ
と
は
な
い
」
と
一
言
う
。

「
問
日
、
瓶
等
物
有
一
一
因
縁
二
第
二
頭
第
三
手
無
一
一
因
縁
一
。
云
何
得
レ
生
。
是
故
汝
説
不
レ
然
。

〔一一〕

答
日
。
第
二
頭
第
三
手
及
瓶
等
果
因
中
倶
無
。
如
ニ
泥
田
中
無
v
瓶
、
石
中
亦
無
-
v
瓶、

為
-
一
瓶
因
-
。
何
故
名
ν
乳
為
ニ
酪
因
二
鰻
為
ニ
畳
因
一
、
不
一
一
名
v
蒲
為
レ
因
。
」

何
故
名
二
泥
団
-
為
ニ
瓶
因
一
不
=
一
名
v
石

」
れ
は
『
中
論
』
戸
ロ
と
一
致
す
る
。

「
そ
れ

(
1結
果
)
は
無
で
あ
っ
て
も
そ
の
諸
縁
か
ら
生
ず
る

(
と
す
る
な
ら
ば
)
、

ど
う
し
て
結
果
は
非
縁
か
ら
も
ま
た
生
じ
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
o
」

" 一一-
L一一J

「
復
次
若
因
中
先
無
レ
果
而
果
生
者
、

則
一
一
物
応
ν
生
一
二
切
物
-
。

如
ニ
指
端
応
七
生
二
車
馬
飲
食
等
六
如
レ
是
緩
不
ν
応
-
一
但

北
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出
一
レ
畳
、
亦
応
ν
出
二
車
馬
飲
食
等
物
一
。

何
以
故
。
若
無
而
能
生
者
、
何
故
緩
但
能
生
レ
畳
而
不
ν
生
ニ
車
馬
飲
食
等
物
-
。
以
ニ

供
無
一
故
。
」

い
か
な
る
も
の
も
一
切
の
も
の
を
作
り
出
す
べ
き
で
あ
る
。

様
に
非
縁
か
ら
も
生
ず
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
各
一
因
か
ら
一
切
の
果
が
生
ず
べ
き
で
あ
る
と
説
く
。

因
中
に
無
で
あ
る
こ
と
は
等
し
い
故
に
、

つ
戸
、
が
一
果
は
縁
か
ら
と
同

〔四〕

「
若
因
中
先
無
v
果
而
果
生
者
、

則
諸
因
不
レ
応
一
一
各
各
有
ν
力
能
生
-
レ
果
。

如
一
一
須
ν
油
者
要
従
ν
麻
取
不
一
ν
窄
一
一
於
沙
一
。

若
倶

無
者
、
何
故
麻
中
求
而
不
レ
窄
ν
沙
。
」

油
を
得
ょ
う
と
す
れ
ば
必
ら
ず
麻
を
質
量
と

L
て
取
り
、
砂
を
搾
る
こ
と
が
な
い
の
は
、

麻
に
油
を
生
ず
る
能
力
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
麻
の
中
に
油
、
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
油
を
有
し
な
い
砂
を
搾
ら
な
い
の
で
あ
る
か
。

一
言
下
余
時
見
ニ
麻
出
一
ν
油
不
ν
見
ニ
沙
出
}
。
是
故
於
ニ
麻
中
一
求
不
上
ν
取
レ
沙
。

而
一
切
法
生
相
不
レ
成
故
、

円

UqJ 

〔
五
]

「
若
謂
下
管
見
ニ
麻
出
一
v
油、

不
v
見
ニ
従
レ
沙
出
一
。
是
故
麻
中
求
而
不
上
v
窄
レ
沙
、
是
事
不
レ
然
。
何
以
故
。
若
生
相
成
者
、
応
ν

不
ν
得
レ
言
下
余
見
時
一
一

麻
出
一
ν
泊
故
麻
中
求
不
上
ν
取
-
一
於
沙
こ

敵
者
が
、
因
果
関
係
を
経
験
的
事
実
に
も
と
づ
い
て
確
定
せ
し
め
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
論
難
は
生
相
の
不
成
即
ち
不
生
と
い
う

立
場
か
ら
な
さ
れ
る
o

因
中
無
果
論
批
判
は
以
上
で
終
る
の
で
あ
る
が
、
右
の
五
項
に
お
い
て
、
因
中
無
果
を
破
す
る
論
拠
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

一
、
無
を
生
じ
な
い
。

二
、
因
で
あ
り
得
な
い
。



一
切
の
も
の
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。

四
、
因
は
果
を
生
ず
る
能
力
を
も
た
な
く
な
る
。

五、

(
経
験
的
因
果
関
係
の
否
定
)

こ
れ
は
『
サ

l
γ

キ
ヤ
頭
』
九
の
論
拠
と
同
じ
も
の
に
立
つ
批
判
で
あ
ろ
う
o

第
一
は
問
題
な
い
。
第
二
は
特
定
の
も
の
が
因
た
り
得
な

い
こ
と
で
、
『
頭
』
の
「
(
特
定
の
)
質
料
を
取
る
故
に
」
(
戸
志
監

E
m
E
Z
Z
H
)

縁
一
故
」
と
い
う
理
由
が
こ
れ
に
当
る
こ
と
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。

に
相
当
す
る
o

そ
の
こ
と
は
『
百
字
論
』
に
「
以
二
因

第
三
、

第
四
は
そ
れ
ぞ
れ
『
頭
』
の
第
三
、
第
四
と
一
致
す
る
。

但
し
『
頭
』
の
注
釈
書
に
お
い
て
は
能
力
あ
る
も
の
と
は
陶
師
な
ど
と
さ
れ
る
点
が
異
な
る
。
第
五
は
因
中
無
果
論
者
の
論
拠
を
不
生
に

よ
っ
て
破
し
て
い
る
が
、
経
験
的
に
「
因
が
あ
る
」
と
知
る
こ
と
は
有
果
無
果
論
者
に
共
許
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
れ
を
破
そ
う
と

-QJ
 

す
れ
ば
「
不
生
」
と
い
う
高
次
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
外
は
な
い
。
従
っ
て
『
頭
』
の
第
五
(
「
悶
E
宮
σrmH4削
同
)
と
一
致
す
る
o

そ
れ
は

ま
た
『
百
字
論
』
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。

従
つ
で
『
十
二
門
論
』
の
因
中
無
果
の
破
は
『
サ

l
γ

キ
ヤ
頭
』
九
と
同
じ
も
の
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
o

そ
し
て
『
百

字
論
』
が
『
十
二
門
論
』
に
近
い
の
で
あ
る
が
、

『
真
理
綱
要
』
(
吋
印
公
話
回
目
召
∞
岡
山
宮
)
の
因
中
有
果
論
紹
介
は
、

¥
 

論
』
が
前
提
と
す
る
も
の
に
従
っ
て
い
る
o

注
釈
者
カ
マ
ラ

γ
l
ラ
は
そ
れ
を
一
々
『
頭
』
に
比
定
し
て
い
る
が
、
文
献
的
に
見
る
限
り

実
は
こ
の
『
十
二
門

『
十
二
門
論
』
以
来
の
中
観
派
の
理
解
に
従
っ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
問
題
は
更
ら
に
複
雑
な
問
題
を
ひ
き
起
す
の
で
、
こ
こ
で
は
論
じ
っ
く
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
o

そ
れ
故
別
の
機
会
に
ゆ
づ
る

」
と
と
し
た
い
。

北
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r、、

、ーノ

大
正
二
五
、
二

O
七
頁
上
。
な
お
青
白
注
に
も
「
以
ニ
無
明
愛
染
一

貧
ニ
著
色
-
、
然
後
以
二
邪
見
一
生
二
分
別
戯
論
一
、
説
二
因
中
有
果
無
果

等
こ
(
大
一
二

O
、
七
頁
、
上
二
|
三
行
)

、、

(

2

)

「
因
見
一
云
何
、
答
日
、
一
切
有
為
法
展
転
為
ニ
因
果
-
、
是
法
中
著
、

、、

心
取
レ
相
生
ν
見
、
是
名
ニ
因
見
一
、
所
謂
非
因
説
ν
因
、
或
因
果
一
具

等
」
大
正
二
五
、
四
一
七
頁
上
|
中
。

(

3

)

『
十
二
門
論
』
の
作
者
が
竜
樹
で
あ
る
か
一
台
か
に
つ
い
て
強
い
疑
問

が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
安
井
広
済
氏
「
十
二
門
論
は
果
た
し
て
竜
樹
の

真
作
か
」
(
『
印
仏
研
』
第
六
巻
第
一
号
、
四
四
頁
以
下
〉
そ
の
論
拠
に

よ
る
と
、
著
者
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
問
題
は
単
に
『
十
二
門

論
』
の
み
な
ら
ず
、
青
白
釈
『
中
論
』
な
ど
『
中
論
』
そ
の
も
の
の
解

釈
史
を
含
め
た
原
典
批
判
を
経
た
後
で
な
い
と
、
結
論
は
出
さ
れ
な
い

と
思
う
。
そ
こ
で
今
は
通
説
に
従
っ
て
こ
こ
に
扱
う
こ
と
に
し
た
。

(
4
-
)
Z
-
k
r
q
E
d
q
ω
白
目
的
問
ω可
ご
り
く
問
仏
国
営
自
己
r
r田町山間的
H
5
0同

Z
削
岡
山
a

ユロロ
P
て
な
』
w
t白

tNWFS、昌之

h
ミ
4
h
N
~
句

"45一・〈
FHmv印串・

MYH∞印

R
・
は

本
書
の
還
発
で
あ
る
。
な
お
本
書
が
因
中
有
果
に
つ
い
て
最
初
に
言

及
し
て
い
る
こ
と
の
紹
介
と
し
て
は
、

Z
-
K
F可
回
目
耳
目
凶
目
目
的
自
可
H

H

Z
問
問
問
己
E
S
S
L
m
m
H
r間
同
志
〈
同
仕
え
任
命
的
問
B
r
z
p
h
s
?
?
&白
詰

め
な
ミ
な
臼
〈
o--
同
〈
・
司
F
H
・]{由印
H
-
H】句
-

A

F
斗
g
印()・

〈

5
)

例
え
ば
以
下
の
第
五
項
付
を
参
照
。
宇
井
博
士
『
国
訳
十
二
門
論
』

(
「
国
訳
大
蔵
経
」
論
部
第
五
巻
、
九
頁
注
三
一
二
)
参
照
。

(
6
〉
八
不
備
の
「
不
生
」
(
自
己
仲
間
》
同
含
)
参
照
。

(

7

)

大
正
三

O
、
一
六

O
頁
、
中
、
七
行
以
下
。
以
下
本
文
に
従
っ
て
引

用
す
る
の
で
「
十
二
門
論
』
の
一
々
の
文
の
出
所
は
記
さ
な
い
こ
と
に

す
る
。

(
8
)

但
し
「
因
中
有
果
論
」
と
い
う
語
は
出
て
い
な
い
。
同
じ
概
念
を
指

一
示
す
る
誇
と
し
て

g
H
r同
ミ
ミ
間
仕
の
外
に
、
仏
典
で
は

r
E与
E
F・

mm門
同
J
1

包
ω
(
因
中
に
お
け
る
果
の
存
在
論

r
a
E
司
E
F
B
H
V
m
々
g汁「

州
、
h
h円
恥
、
b
b
p
抽
選
わ
〈
D
-
-
F
司・

HH∞
日
司
・
ロ
タ

ω)
が
あ
る
。

(
9
)

士
口
蔵
『
十
二
門
論
疏
』
巻
上
末
、
大
正
四
二
、
一
八
八
頁
、
中
、
二

八
行
、
下
、
八
|
九
行
。

(
印
)
「
中
論
』
〈
戸
巴
は
生
相
に
つ
い
て
論
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
問

題
が
別
で
あ
る
が
、
安
慧
の
『
大
乗
中
観
釈
論
』
の
訳
文
に
従
う
限
り

に
お
い
て
、
次
の
如
く
に
な
っ
て
い
る
。
「
若
生
巳
復
生
、
走
生
即
無

窮
」
(
大
正
一
二

O
、
一
五

O
頁
上
、
四
行
)

(
日
)
有
・
無
の
矛
盾
対
立
に
つ
い
て
は
「
中
論
』
〈
・
少
竺
〈
口
戸
、
ア

T
H
M
W
H
N
U
M〈
u
∞w
甲
山
凶

M内
H・
5
・
z
u
H斗
一

M
M〈
-
H
0
・

(
ロ
)
「
若
有
二
未
生
法
一
説
言
ν
有
二
生
者
一

此
法
先
巳
有
更
復
何
用
レ
生
レ
(
青
目
、
大
正
三

O
、
一

O
頁、

下
、
二
六

i
三
七
行
)

「
随
処
若
一
物
未
起
市
有
体

己
有
何
須
ν
起
体
有
起
無
故
」
(
『
般
若
燈
論
』
大
正
三

O
、

七
頁
、
上
、
二
二
行
以
下
)

「
若
法
未
生
時
如
瓶
等
何
有

，...92 -

七



縁
法
仮
和
会
生
巳
復
何
生
」
(
「
大
乗
中
観
釈
論
』
大
正
三

O
、

一
四
九
頁
、
下
、
二
二
二
三
行
)
『
無
畏
註
」
も
同
様
。
安
井
氏
、

前
掲
論
文
参
照
。
な
お
『
中
論
』
(
}
内
〉
内
w

H

)

を
参
照
。

(
臼
)
「
も
し
も
結
某
が
因
縁
の
和
合
の
う
ち
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
和

合
の
う
ち
に
(
結
果
は
)
把
捉
さ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
し
か
る
に
和

合
の
う
ち
に
は
把
捉
さ
れ
な
い
。
」
こ
こ
で
は
集
積
説
的
な
主
張
を
論

破
し
て
い
る
が
、
そ
の
形
式
は
同
一
と
見
な
し
て
よ
い
。
「
把
捉
す
る
」

(mHF)
を
注
釈
書
は
「
限
見
、
意
知
」
(
青
目
、
大
三

O
、
二
六
頁
、

中
、
一
八
、
一
九
行
)
の
意
味
に
解
し
て
い
る
。

(
川
出
)
拙
稿
「
サ

i
ン
キ
ヤ
須
の
系
譜
」
(
『
印
仏
研
』
第
八
巻
、
第
二
号
、

一
五
八
|
九
頁
)
参
照
。
な
お
同
U
H
凶
器
出
口
名
包
問
w

司・

3
N
-
g
R
に

は
く

H
F
r
p
E・
ぷ
ユ
買
の
順
序
で
七
種
が
挙
げ
て
あ
る
。

(
臼
)
大
正
三

O
、
四
頁
、
上
、
六
行
、
二
九
頁
、
下
、
一
八

l
一
九
行
、

な
お
同
二
一
1

一
一
二
行
参
照
。

(
凶
)
拙
稿
「
マ

i
ダ
ヴ
ァ
『
全
哲
学
綱
要
』
の
一
考
察
」
一

O
O

一
O

第
五
節

『
十
住
毘
婆
沙
論
』

の
婆
羅
沙
伽
那
に
つ
い
て

一
一
良
参
照
。

(
げ
)
前
注
所
掲
拙
稿
九
九
、

(
凶
)
注
(
日
〕
参
照
。

(
m
w
)

こ
の
項
の
論
旨
は
ほ
ぼ
以
上
の
ご
と
く
で
あ
ろ
う
。
吉
蔵
も
「
果
若

本
有
則
生
因
成
二
於
了
因
-
、
了
因
既
有
二
多
用
一
、
生
因
亦
作
ニ
多
用
-

也
」
(
大
正
四
二
二
九
二
頁
、
中
、
一
八
二

O
行
)
と
言
う
。
な
お

『
中
論
』
(
〈
戸
∞
)
は
生
相
が
自
他
の
体
を
生
ず
る
こ
と
と
灯
に
た
と

え
て
い
る
が
、
こ
こ
と
は
直
接
関
係
し
な
い
。

(
勾
)
大
正
三

O
、
一
六
一
頁
、
下
、
一
二
行
以
下
。

(

幻

)

可

5mmHgmw開
封
仏
間
切
℃

-

N
日
夕

ω
・

(
辺
)
既
に
五
十
嵐
相
官
昭
氏
「
竜
樹
・
提
婆
に
知
ら
れ
た
る
数
論
・
勝
論
学

説
に
就
い
て
」
(
「
宗
教
研
究
』
新
第
十
一
巻
、
八
四
八
頁
)
が
『
十
二

門
論
』
の
こ
の
部
分
に
注
意
し
て
お
ら
れ
る
が
、
『
サ

l
ン
キ
ヤ
煩
」

と
同
じ
も
の
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
な
い
。

一
O
O頁
参
照
。

q
J
 。ノ

『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
中
に
は
サ

l
γ

キ
ヤ
思
想
に
対
す
る
ま
と
ま
っ
た
言
及
は
見
出
さ
れ
な
い
が
、
外
教
を
羅
列
す
る
中
に
そ
の
名

称
が
見
出
さ
れ
る
。
巻
第
三
「
釈
願
品
」
は
菩
薩
の
十
大
願
の
第
七
と
し
て
「
浄
一
一
仏
土
一
」
を
挙
げ
、

右
に
言
う
一
種
の
リ
ス
ト
が
あ
る
。
そ
の
撚
り
の
方
に

北
大
文
学
部
紀
要

不
浄
の
因
を
種
々
列
挙
す
る
中
に



竜
樹
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
サ
l
γ

キ
ヤ
思
想

「
世
性
者
、
大
者
、
我
者
、
色
等
者
、
芦
等
者
、
香
等
者
、
味
等
者
、
触
等
者
、
地
知
者
、
水
知
者
、
火
知
者
、
風
知
者
、
虚
空
知

者
、
和
合
知
者
、
変
知
者
、
眼
知
者
、
耳
知
者
、
鼻
知
者
、
舌
知
者
、
身
知
者
、
意
知
者
、
神
知
者
。
」

と
言
う
o

こ
の
次
に
結
語
が
あ
っ
て
結
び
と
な
る
o

こ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
も
の
は
元
来
は
、
仏
教
文
学
に
お
け
る
様
々
な
行
者
の
リ
ス
ト

3

)

(

4

」

(
5
)

〔

6
)

「
仏
所
行
讃
』
『
過
去
現
在
因
果
経
』
『
普
躍
経
』
『
方
広
大
荘
厳
経
』
、
さ
ら
に

の
中
の
一
部
分
を
拡
大
し
た
も
の
で
、

<==j 

フ

リ
タ

ヴ
イ

ス
タカミ

ラ?カミ
b，~る

リ
ス
ト

t土

に
見
ら
れ
る
o

こ
の
中
の
「
事
一
一
水
火

L
(
『
普
曜
経
』
)
「
帰
依
水
火
風
空
」
(
『
方
広
大

拡
大
さ
れ
た
形
で
は

荘
厳
径
』
)
同
法

E
4・8
窓
口
)
a
g
L
O
I
4同

3EMHErHHH
口
同
庁

4
2
Z
(
C
E
2
2
S
E
)
に
当
る
部
分
が
右
の
よ
う
に
書
き
か
え
ら
れ
た
の
で

あ
る
と
思
う
。
『
大
智
度
論
』
(
巻
一
二
、
大
二
五
、

一
四
八
頁
、
下
、

一
行
以
下
)
も
参
照
さ
れ
る
o

と
こ
ろ
が
そ
の
拡
大
の
方
向
は
明
ら
か
に
サ
l
γ
キ
ヤ
説
、

そ
れ
も
『
大
智
度
論
』
や
『
百
諭
』
に
お
け
る
そ
れ
に
よ
っ
て
い
る
と
考

- 94 -

え
ね
ば
な
ら
な
い
。
世
性
以
下
神
に
至
る
ま
で
、
和
ム
ロ
と
変
を
除
く
な
ら
ば
何
れ
も
二
五
諦
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
o

色
な
ど
の
順
序

は
『
大
智
度
論
』
に
お
け
る
と
同
一
と
見
て
よ
い
。
た
だ
こ
こ
で
は
意
が
加
わ
っ
て
い
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
の
み
で
あ
る
o

和
令
、
変

〈

8
)

は
共
に
種
々
の
世
界
原
因
の
中
に
青
目
に
よ
っ
て
数
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
か
か
る
世
界
原
因
の
リ
ス
ト
の
一
部
が
ま
、
ぎ
れ
込
ん
だ

の
で
あ
ろ
う
o

従
っ
て
こ
の
記
述
は
『
大
智
度
論
』
や
『
百
論
』
青
目
釈
『
中
論
』
な
ど
と
同
じ
系
統
の
も
の
を
伝
え
て
い
る
と
言
う
こ

と
が
出
来
る
o

と
こ
ろ
で
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
リ
ス
ト
の
最
初
に

「
僧
怯
@
検
伽
、
憂
楼
迦
」

を
挙
、
げ
、
約
十
五
項
ほ
ど
無
関
係
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
次
に

「
婆
羅
沙
伽
那
・
頗
羅
堕
閤
」



を
記
す
、
以
下
は
殆
ん
ど
仏
伝
に
お
け
る
リ
ス
ト
に
対
応
を
見
出
し
得
る
も
の
が
続
き
、

た
だ
末
迦
梨
沙
門
、

昆
羅
移
子
、

迦
栴
延
尼

子
、
薩
香
遮
子
の
み
が
そ
の
中
に
固
有
名
調
と
し
て
見
出
さ
れ
る
。
と
も
か
く
か
か
る
リ
ス
ト
の
中
に
サ
l
γ
キ
ャ
、

ヨ

l
ガ、

ヴ
ァ
イ

シェ

l
シ
カ
を
加
え
る
こ
と
は
他
に
例
を
見
な
い
よ
う
で
あ
る
o

と
こ
ろ
で
頗
羅
堕
闇
(
切
『
凶
岡
田
仏
4
2戸
)
は
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
婆

羅
沙
伽
那
は
〈
川
町
官
官
者
向
(
耳
目
官
官
)
又
は
〈
志
向
官
官
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
サ

I
γ

キ
ヤ
派
の
〈
骨
官
官
君
凶
(
C
H

〈
判
官
官
官
)

と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
名
称
は
ヴ
ェ
ー
ダ
以
来
存
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
後
代
に
は
か
か
る
連
関
に
お
い
て
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
o

早
期
の
文
献
と
し
て
出
「
マ
ハ
I
バ
l
ラ
タ
』
に
サ
l
γ
キ
ヤ
の
学
問
の
伝
統
の
中
に
〈
骨

g
m
g苫
が
数
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
サ

I
ソ
キ
ヤ
学
派
の
そ
れ
が
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
反
し
て
仏
典
に
は
全
く
言
及
が
見
出
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
『
仏
本
行
集
経
』
は
過
去
の
得
正
道
の
仙
人
を
ア
l
ラ
l
ラ
の
弟
子

-95-

が
列
挙
す
る
が
、
波
羅
者
羅
以
下
二
七
人
ほ
ど
数
え
る
中
に
も
見
出
さ
れ
な
い
。

『
十
住
見
婆
沙
論
』
に
お
い
て
も
列
挙
さ
れ
る
位
置
は
僧
怯
等
よ
り
離
れ
て
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
見
て
、
や
は
り

w
r
m
H田
弘
〈
仰
す
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ヴ
ェ
ー
ダ
時
代
の
師
た
る
〈
骨
官
官
雪
印

サ
l
γ
キ
ヤ
の
哲
人
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
o

(
O
H

〈
判
官
官
官
)
が
、
他
の
ヴ
ェ
ー
ダ
的
諸
師
を
併
挙
す
る
こ
と
な
く
、
突
然
こ
こ
に
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
不
自
然
で
あ
る
と
思
う
o

羅
什
訳
の
他
の
諸
文
献
に
も
こ
の
哲
人
へ
の
言
及
は
全
く
な
い
の
で
、
こ
れ
以
上
は
追
求
し
得
な
い
。
し
か
し
年
代
的
に
は
羅
什
以
前

で
あ
っ
て
さ
し
っ
か
え
な
川
か
、
年
代
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

(

1

)

『
十
住
民
婆
沙
論
』
と
『
大
智
度
論
』
と
が
一
人
の
作
で
は
あ
り
得

な
い
こ
と
を
平
川
彰
教
授
「
十
住
毘
婆
沙
論
の
著
者
に
つ
い
て
」
(
『
印

仏
研
』
第
五
巻
第
二
号
一
七
六
|
一
八
一
一
貝
)
は
論
定
さ
れ
た
。
そ
れ

故
こ
の
両
者
を
共
に
竜
樹
の
作
と
し
て
扱
う
こ
と
は
正
し
く
な
い
が
、

北
大
文
学
部
紀
要



竜
樹
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
サ

l
γ

キ
ヤ
思
想

何
れ
を
竜
樹
の
作
と
す
べ
き
か
が
確
定
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
干
潟
博

土
、
前
掲
論
文
(
『
印
仏
研
』
第
七
巻
第
一
号
、
一
一
頁
、
注
四
)
は
『

十
住
民
婆
沙
論
』
を
大
体
竜
樹
の
も
の
と
見
て
よ
い
、
と
述
べ
ら
れ
る
。

し
か
し
他
方
別
の
根
拠
か
ら
本
書
の
偶
文
は
竜
樹
の
作
で
あ
り
得
た
と

し
て
も
、
少
な
く
と
も
長
行
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
説
も
あ
る
。

(
岩
本
裕
博
士
『
極
楽
と
他
獄
』
一
二
三
l
l
六
頁
)
こ
こ
で
は
伝
承
に

従
っ
て
こ
こ
に
扱
っ
て
お
き
た
い
。

(

2

)

大
正
二
六
、
三
二
頁
以
下
。

(

3

)

大
正
回
、
二
一
頁
、
下
、
一
一
七
行
以
下
。
四
戸
門

Erg-z〈
F
E
R
-

(

4

)

大
正
一
二
、
六
三
四
頁
、
下
、
二
一
行
以
下
。

(

5

)

大
正
三
、
五
一

O
頁
、
下
。

(

6

)

大
正
=
一
、
五
八

O
頁
、
下
以
下
。

(
7
)
hミ
叫
内
向
せ
九
位
、
buoι
・
HAmw同
『
自
由
口
・
〈
o--Hw
司
-
N怠
-
H由
民
・

(
8
)

『
中
論
』
大
正
三

O
、
一
一
具
、
中
。

(

9

)

〈
民
国
国
間
同
旨
も
勿
論
可
能
で
あ
る
が
、
文
法
家
の
名
称
と
し
て
存
す

る
の
み
で
あ
る
。
(
司
当
・

ω
・
戸
)
従
っ
て
極
め
て
限
定
さ
れ
る
か
ら
今

は
除
い
て
よ
い
。
な
お
母
額
一
は
羅
什
に
よ
っ
て
由
E
の
よ
う
に
写
さ

れ
て
い
る
。
摩
多
羅
迦

H
B
r
H
E
-
こ
れ
に
従
え
ば
〈
H
E
m自
由
も
可

能
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

(

ω

)

〈
沼
山
m
E
B
一
刀
〈
-
u
p
u
Jご
∞
・
〈
同

aaEMmwh
回
t
H
-
C司
・
〈
刊
日
"

、
日
(
関

mgs)・
〈

r
g
m品
富
山
口
二
五
百

HEP-
∞
-
H
P
P
5
・
(
去
守

n
L
G
口巾一
-
s
ι
州
内

E
F
-
-守
色
町
営
た
ど
同
叫
宅
一
〉
・

4
〈

$
0
1
己
町

民
主
巴
ミ
ミ
.
E
&
S
N
V凡
な
ミ
同
誌
ミ
・

(
U
E・
回
忌

5
・
き
]
・
〈

E-

H
】
・
吋
叶
)

(
日
)
音
楽
の
方
面
で
一
派
を
開
い
た
回

r
e
E
S
の
祖
と
し
て
カ
シ
ミ

l

ル
の
〈
廿
包
mmS〕
言
が
あ
る
と
言
う
。
(
穴
・
(
リ

r-MNmロハ凶巾可い門リ
q
s
b午

、、由民色町

h
g
H
Fミ凡
2
・〈
O一-
F
〈
R
E
B↑
5
3
・
。
rω
・
ω
Z公
刊
凶
〈
o--

N-
百

-
E
N
)
こ
れ
は
或
い
は
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
の
〈
3
a
g出
!
と
関
係
が

あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

(

ロ

)

冨

ゲ

ゲ

-
M口・

ω
g・
勾
民
日
戸
、
可
∞
N
同町・』巳間円引田

d
p
〉印

H
S
U
m
s
z
w

同ν
白吋帥

b
R
P
〈
UH4mmmHUS--
回
「
叫
間
口
也
市
民
凶
円
白
UHrrmr
関山同比一
P
ω
ロ日内出

そ
の
他
。

(
臼
)
の
R
r
t
b
N・一回日山
h
州
連
砕
砕
し
て

h
i
~
u
p
N
~
g
q
b
h
w
凡悶
w

M
・
〉
口
町
一
-
∞

-a・
宇
井

博
士
「
ω削
巴
町

Z
ミ

Dmm
に
就
い
て
L

(

『
哲
学
雑
誌
』
第
三
七
九
号
、

八
三
頁
〉
参
照
。

(
凶
〉
大
正
二
一
、
七
五
六
頁
、
下
以
下
。

(
臼
)
年
代
論
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
立
入
る
こ
と
を
ひ
か
え
る
。
『
世
親
伝
」

関
係
は
周
知
の
こ
と
と
し
て
省
略
し
、
回
り
門
田
戸
垣
内
L
Z
R
い
り

HO
肘

H
r
gロ-

s
z
o
y
H
O
L
g
E
B己
ω口
r巾ロ

ω削
B
r
rヨー
ω3BBω
・
引
で
N
同
句
。
・
出
品
・

口、

ω・
5
0
1
5
H
(
ω
c
c
ロ・

(
U
F
Y
E∞
1由
(
竜
樹
よ
り
以
後
)
だ
け
を
記

す
。
な
お
『
議
伽
師
地
論
L

よ
り
も
以
前
で
あ
る
。
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