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言
葉
の
「
施
術
」

―
『
正
法
眼
蔵
』
の
も
う
一
つ
の
読
み
方
―

梅
原

賢
一
郎

は
じ
め
に

『
正
法
眼
蔵
』
を
読
ん
で
い
て
、
あ
る
と
き
気
づ
い
た
。

こ
こ
に
は
、
言
葉
の
「
施
術
」
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
（
そ

し
て
、
難
解
と
い
わ
れ
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
読
解
に
あ
た
っ
て
、
「
施
術
」
へ
の
着
目
は
、
き
わ
め
て
有
効
な
鍵
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
）
。
「
施
術
」
と
は
外
科
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
言
葉
に
ほ
ど
こ
さ
れ
る
い
わ
ば
細
工
で
あ
る
。

ほ
ん
の
例
を
だ
し
て
み
よ
う
。

そ
れ
尽
界
を
も
て
尽
界
を
界
尽
す
る
を
、
究
尽
す
る
と
は
い
ふ
な
り
。
（
有
時
）
（

1
）

こ
の
文
章
を
ど
う
捉
え
れ
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
こ
に
「
施
術
」
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

何
人
か
の
訳
者
は
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。
「
全
世
界
を
も
っ
て
全
世
界
を
尽
く
す
こ
と
を
究
尽
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
」
（

2
）

（
玉
城
康
四
郞
）
。
「
尽
界
を
尽
界
と
し
て
き
わ
め
尽
く
す
の
を
「
究
尽
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
」
（

3
）

（
水
野
弥
穂
子
）
。
前
半
の

再
帰
的
な
部
分
（
「
尽
界
を
も
て
尽
界
を
」
）
を
省
略
し
て
い
る
訳
者
も
い
る
。
「
こ
の
よ
う
に
一
切
世
界
を
究
め
尽
く
す
こ
と
を
「
究

尽
」
と
い
う
」
（

4
）

（
中
村
宗
一
）
。

本
稿
に
お
い
て
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
る
「
施
術
」
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
三
者
の
訳
文
の
い
ず
れ
に
も
満
足
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
と
い
う
の
も
、
じ
つ
は
二
種
類
の
「
施
術
」
が
隠
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
見
の
が
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
そ
う
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思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
「
施
術
」
の
う
え
で
、
要
と
な
る
語
句
は
「
界
尽
」
で
あ
る
。
「
施
術
」
が
そ
こ
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
見
て
の
と
お
り
、
「
界
尽
」
は
「
尽
界
」
を
上
下
に
入
れ
か
え
た
語
句
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
な
れ
ば
、
あ
る
意
味
内
容
（
観

念
）
を
ひ
た
す
ら
伝
え
る
べ
く
適
切
に
選
び
と
ら
れ
た
語
句
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
「
尽
界
」
に
応
答
す
る
か
の
よ
う
に
、
い
わ
ば

弾
み
で
、
「
界
尽
」
へ
と
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
た
よ
う
な
語
句
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
「
尽
界
」
か
ら
「
界
尽
」
へ
と
、
手
の

ひ
ら
を
返
す
よ
う
な
遊
戯
的
な
所
作
の
な
か
で
、
「
あ
れ
よ
」
と
生
み
だ
さ
れ
た
よ
う
な
語
句
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

「
尽
界
を
界
尽
す
る
」
と
の
文
に
お
い
て
、
読
解
者
の
と
る
べ
き
態
度
は
、
意
味
内
容
（
観
念
）
を
必
要
以
上
に
む
つ
か
し
く
追
う
の
で

も
な
く
、
言
葉
の
こ
の
あ
る
種
の
「
遊
戯
」
に
無
頓
着
な
ま
ま
居
座
り
つ
づ
け
る
こ
と
で
も
な
く
、
道
元
に
ま
っ
た
く
固
有
な
と
い
っ
て

い
い
で
あ
ろ
う
こ
の
言
葉
の
細
工
の
妙
を
し
か
と
見
て
と
り
、
そ
れ
に
と
き
に
感
嘆
す
る
と
同
時
に
（
曲
芸
的
な
細
工
の
妙
に
目
を
瞠
ら

せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
）
、
細
工
そ
の
も
の
の
意
義
に
つ
い
て
問
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
言
葉
の
た
ん
な
る
装
飾
な
の
か
、
そ
う

で
な
い
の
か
。
道
元
は
そ
れ
に
よ
っ
て
何
を
し
て
い
る
の
か
、
し
て
い
な
い
の
か
、
な
ど
と
。

本
稿
は
、
「
施
術
」
と
い
う
観
点
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
正
法
眼
蔵
』
の
読
解
の
あ
ら
た
な
可
能
性
を
開
こ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
た
だ
、
「
施
術
」
に
も
い
ろ
い
ろ
な
手
法
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
手
法
の
ち
が
い
か
ら
、
七
に
類
型
化
し
、

「
施
術
」
が
、
『
正
法
眼
蔵
』
の
語
法
（
文
章
表
記
）
に
お
い
て
、
い
か
に
射
程
の
広
い
も
の
で
あ
る
か
が
示
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
「
尽

界
を
界
尽
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
上
下
を
入
れ
か
え
る
「
施
術
」
は
、
【
シ
ャ
ッ
フ
ル
】
と
し
て
、
の
ち
に
、
類
型
化
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。さ

て
、
さ
き
の
引
用
文
に
「
二
種
類
の
「
施
術
」
が
隠
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
た
。
も
う
一
つ
は
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
。

お
な
じ
「
有
時
」
の
巻
の
お
わ
り
ち
か
く
に
、
次
の
よ
う
な
文
が
あ
い
つ
い
で
登
場
す
る
。
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我
逢
人
な
り
、
人
逢
人
な
り
、
我
逢
我
な
り
、
出
逢
出
な
り
。
（
有
時
）
（

5
）

意
は
意
を
さ
へ
、
意
を
み
る
。
句
は
句
を
さ
へ
、
句
を
み
る
。
礙
は
礙
を
さ
へ
、
礙
を
み
る
。
礙
は
礙
を
礙
す
る
な
り
、
こ

れ
時
な
り
。
（
有
時
）
（

6
）

さ
き
の
文
（
「
尽
界
を
も
て
尽
界
を
界
尽
す
る
」
）
も
あ
わ
せ
て
、
こ
れ
ら
の
引
用
文
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
、
い
っ
た
い
何
が
お
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
字
面
を
じ
っ
と
な
が
め
て
い
る
と
、
言
葉
が
、
な
に
か
機
械
装
置
の
よ
う
な
も
の
に
懸
け
ら
れ
、
漸
次
、
加
工
さ
れ
て
い
く
よ

う
に
見
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ち
ょ
う
ど
、
工
場
の
ラ
イ
ン
に
の
せ
ら
れ
た
、
製
造
過
程
の
工
業
製
品
の
よ
う
に
。
言
葉
は
、
既
定
の
意

味
内
容
（
観
念
）
を
に
な
っ
て
、
安
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
な
に
か
外
的
な
力
に
翻
弄
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、
崩
さ
れ
て

い
く
。
こ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
も
、
外
科
的
な
「
施
術
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
っ
た
く
手
際
よ
く
遂
行
さ
れ
、
み
る
み
る
言
葉
は
細

工
（
加
工
）
さ
れ
て
い
く
。

「
我
逢
人
」
「
人
逢
人
」
「
我
逢
我
」
と
、
テ
ン
ポ
よ
く
細
工
は
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
き
、
「
出
逢
出
」
と
い
う
な
ん
と
も
奇
怪
な
字
面

に
着
地
し
て
い
く
。
ま
た
、
「
意
は
意
を
障
え
る
」
「
意
は
意
を
見
る
」
「
句
は
句
を
障
え
る
」
「
句
は
句
を
見
る
」
「
礙
は
礙
を
障
え

る
」
「
礙
は
礙
を
見
る
」
と
、
途
中
、
「
意
」
と
「
句
」
と
「
礙
」
と
の
三
重
奏
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
つ
つ
、
ま
た
、
「
見
る
」
と
「
障

え
る
」
と
動
詞
を
チ
ェ
ン
ジ
さ
せ
て
転
調
の
よ
う
な
様
相
を
も
呈
し
つ
つ
、
細
工
は
あ
ざ
や
か
に
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
き
、
「
礙
は
礙
を
礙

す
る
」
と
い
う
こ
れ
ま
た
な
ん
と
も
奇
異
な
字
面
に
す
と
ん
と
着
地
し
て
い
く
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
お
け
る
「
施
術
」
は
、
の
ち
に
、

【
等
質
化
】
と
し
て
、
類
型
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
【
等
質
化
】
と
は
、
先
回
り
し
て
述
べ
て
お
く
と
、
主
語
や
述
語
や
目
的
語
と

い
う
文
の
成
分
の
区
別
は
も
と
よ
り
、
名
詞
や
動
詞
な
ど
の
品
詞
の
区
別
を
も
無
効
に
し
、
語
を
〈
お
な
じ
も
の
〉
の
水
準
へ
と
ひ
た
す

ら
均
し
て
い
く
「
施
術
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
、
「
礙
は
礙
を
礙
す
る
」
と
は
、
こ
の
外
科
的
な
「
施
術
」
の
そ
れ
こ
そ
生
々
し
い
〈
痕
〉

と
で
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
均
さ
れ
た
更
地
の
光
景
で
あ
る
。
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さ
て
、
さ
き
の
「
尽
界
を
も
て
尽
界
を
界
尽
す
る
」
に
も
ど
ろ
う
。
も
し
、
こ
こ
に
お
い
て
、
「
礙
は
礙
を
礙
す
る
」
の
よ
う
に
、
「
尽

界
を
も
て
尽
界
を
尽
界
す
る
」
と
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
っ
た
く
問
題
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
う
が
、
む
し
ろ
、
【
等
質
化
】

の
力
学
に
は
忠
実
で
あ
る
と
い
え
る
。
で
は
、
そ
れ
が
、
「
尽
界
を
も
て
尽
界
を
界
尽
す
る
」
と
な
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
そ
こ
に
お
い
て
、
【
等
質
化
】
の
「
施
術
」
に
、
【
シ
ャ
ッ
フ
ル
】
の
「
施
術
」
が
交
差
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
尽
界
を
も
て
尽

界
を
尽
界
す
る
」
と
な
る
は
ず
の
三
番
目
の
「
尽
界
」
に
、
【
シ
ャ
ッ
フ
ル
】
の
力
学
が
は
た
ら
い
て
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
だ
け
、
「
界
尽
」

と
ひ
っ
く
り
返
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
「
尽
界
を
も
て
尽
界
を
界
尽
す
る
」
と
い
う
文
は
こ
う
し
て
誕
生
し
た
、
そ
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
施
術
」
と
い
う
観
点
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
元
の
面
食
ら
う
よ
う
な
字
面
に
つ
い
て
、
そ
の
解

法
へ
の
扉
が
大
き
く
開
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

い
さ
さ
か
長
い
「
は
じ
め
に
」
の
最
後
に
、
さ
き
に
「
満
足
で
き
な
い
」
と
評
し
て
い
た
訳
文
に
つ
い
て
、
「
施
術
」
の
観
点
か
ら
、

ど
の
点
で
そ
う
な
の
か
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
他
方
、
幾
人
か
の
解
釈
者
や
研
究
者
の
叙
述
や
論
述
の
な
か
に
は
、
「
施
術
」
へ

の
感
度
の
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
「
施
術
」
と
同
方
向
の
読
解
の
可
能
性
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
も

あ
る
こ
と
を
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

玉
城
訳
は
、
「
尽
界
」
と
「
界
尽
」
の
二
語
句
を
、
「
全
世
界
」
と
「
尽
く
す
」
と
い
う
、
細
工
的
な
関
係
性
を
微
塵
も
感
じ
さ
せ
な

い
、
き
わ
め
て
日
常
的
な
二
語
句
に
う
つ
し
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
妙
を
ま
っ
た
く
見
え
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
水

野
訳
は
、
そ
こ
に
、
「
尽
界
」
と
「
き
わ
め
尽
く
す
」
と
い
う
二
語
句
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
即
ち
、
「
尽
」
と
い
う
語
を
一
貫
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
）
、
細
工
的
な
関
係
性
を
保
つ
よ
う
に
し
て
い
る
と
は
い
い
う
る
も
の
の
、
「
界
尽
」
を
「
き
わ
め
尽
く
す
」
と
、

下
に
つ
づ
く
「
究
尽
」
を
先
取
り
す
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
あ
っ
さ
り
と
訳
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
中
村
訳
は
、
「
尽
界
を
も
て
尽
界
を
界
尽
す
る
」
を
、
一
気
に
、
「
一
切
世
界
を
究
め
尽
く
す
」
と
意
味
を
追
う

よ
う
に
訳
す
こ
と
に
よ
っ
て
（
即
ち
、
意
訳
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
）
、
【
シ
ャ
ッ
フ
ル
】
は
も
と
よ
り
【
等
質
化
】
を
も
見
え
な
い
も
の

に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、
ざ
ら
ざ
ら
し
た
言
葉
の
細
工
の
次
元
を
す
っ
と
ば
し
て
、
意
味
内
容
（
観
念
）
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へ
と
急
い
で
し
ま
っ
て
い
る
。

他
方
、
訳
で
は
な
い
が
、
安
谷
白
雲
は
、
お
な
じ
箇
所
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
尽
界
を
も
て
、
尽
界
を
界
尽
す
る

と
は
、
い
み
じ
く
も
、
よ
く
言
っ
た
も
の
だ
。
言
句
の
妙
と
い
え
ば
、
そ
れ
ま
で
だ
が
、
法
が
明
確
に
手
に
入
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

自
然
に
こ
の
よ
う
な
言
句
の
妙
が
と
び
出
す
の
だ
」
（

7
）

。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
安
谷
が
、
「
尽
界
を
も
て
尽
界
を
界
尽
す
る
」
の
く

だ
り
に
、
「
言
句
の
妙
」
を
見
て
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
言
句
の
妙
」
と
は
、
こ
こ
で
い
う
言
葉
の
細
工
的
側
面
と
か
さ
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
「
施
術
」
へ
の
感
度
の
よ
う
な
も
の
を
そ
こ
に
見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。

ま
た
、
「
施
術
」
の
着
想
を
え
た
あ
と
、
お
な
じ
よ
う
な
読
解
の
方
向
性
を
示
唆
す
る
も
の
は
な
い
か
と
、
い
ろ
い
ろ
な
研
究
書
や
解

説
書
に
あ
た
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
少
数
の
も
の
に
お
い
て
、
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
は
じ
め
に
」
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、

二
例
を
あ
げ
て
お
く
。

一
例
目
は
、
賴
住
光
子
で
あ
る
。
『
正
法
眼
蔵
』
の
一
見
し
た
と
こ
ろ
文
字
が
断
片
的
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
あ
る
だ
け
に
し
か
見
え
な

い
よ
う
な
く
だ
り
で
あ
る
。

さ
ら
に
又
古
心
の
行
仏
な
る
あ
る
べ
し
、
古
心
の
証
仏
な
る
あ
る
べ
し
、
古
心
の
作
仏
な
る
あ
る
べ
し
。
仏
古
の
為
心
な
る

あ
る
べ
し
。
古
心
と
い
ふ
は
、
心
古
な
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。
心
仏
は
か
な
ら
ず
古
な
る
べ
き
が
ゆ
ゑ
に
、
古
心
は
椅
子
竹
木
な
り
。

（
古
仏
心
）
（

8
）

賴
住
は
述
べ
る
。

「
こ
の
部
分
は
、
意
味
と
存
在
が
一
義
的
に
結
び
つ
い
た
通
常
の
言
語
表
現
自
体
が
解
体
さ
れ
、
解
体
さ
れ
る
過
程
で
、
世
界
の
真
相

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
「
古
仏
心
」
と
い
う
一
つ
の
単
語
＝
概
念
は
、
「
古
」
「
仏
」
「
心
」
に
分

解
さ
れ
、
ま
っ
た
く
違
う
組
み
合
わ
せ
で
並
べ
換
え
ら
れ
て
い
く
。
並
べ
換
え
ら
れ
た
文
書
は
そ
れ
自
身
と
し
て
固
有
の
意
味
内
容
を
表

す
と
同
時
に
、
言
葉
を
分
解
し
て
並
べ
換
え
る
と
い
う
こ
と
自
体
の
中
に
意
味
が
宿
る
」
（

9
）

と
。
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「
解
体
」
「
分
解
」
「
並
べ
換
え
」
と
、
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
外
科
的
な
「
施
術
」
と
同
方
向
の
も
の
を
キ
ャ
ッ
チ
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

二
例
目
は
南
直
哉
で
あ
る
。
『
正
法
眼
蔵
』
の
そ
れ
こ
そ
「
並
べ
換
え
」
（
賴
住
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
お
く
）
が
多
発
す
る
よ

う
に
見
え
る
く
だ
り
で
あ
る
。

あ
る
い
は
「
即
心
是
仏
」
を
参
究
し
、
「
心
即
仏
是
」
を
参
究
し
、
「
仏
即
是
心
」
を
参
究
し
、
「
即
心
仏
是
」
を
参
究
し
、

「
是
仏
心
即
」
を
参
究
す
。
か
く
の
ご
と
く
の
参
究
、
ま
さ
し
く
即
心
是
仏
、
こ
れ
を
挙
し
て
即
心
是
仏
に
正
伝
す
る
な
り
。

（
即
心
是
仏
）
（

10
）

南
は
述
べ
る
。

「
「
即
心
是
仏
」
は
「
仏
」
「
即
」
「
是
」
「
心
」
と
解
体
さ
れ
て
か
ら
、
字
の
順
序
を
入
れ
替
え
て
四
つ
の
別
の
文
句
に
再
編
さ
れ

る
、
四
つ
の
文
句
を
一
々
解
釈
す
る
必
要
は
毛
頭
な
い
。
大
事
な
の
は
、
こ
の
解
体
と
字
の
並
べ
替
え
に
よ
っ
て
、
記
号
と
意
味
の
固
定

化
さ
れ
た
対
応
関
係
が
破
壊
さ
れ
、
言
語
の
恣
意
性
と
、
そ
れ
が
作
り
だ
し
た
「
本
質
」
「
実
体
」
概
念
の
虚
構
性
が
露
呈
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
が
、
「
ま
さ
し
く
即
心
是
仏
」
で
あ
り
、
こ
の
作
業
こ
そ
固
定
し
た
言
語
秩
序
を
脱
落
し
、
縁
起
の
次
元
か
ら
新

た
に
定
義
し
直
し
た
「
即
心
是
仏
」
に
「
正
伝
」
す
る
の
で
あ
る
」
（

11
）

と
。

「
解
体
」
「
入
れ
替
え
」
「
並
べ
替
え
」
（
南
は
「
入
れ
替
え
」
と
「
替
」
の
文
字
を
用
い
て
い
る
）
と
、
南
に
お
い
て
も
、
外
科
的

な
「
施
術
」
と
同
方
向
の
も
の
を
キ
ャ
ッ
チ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
「
は
じ
め
に
」
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
け
っ
し
て
見
の
が
す
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
は
、
賴
住
も
南
も
、
「
解
体
」
（
両

者
と
も
に
用
い
て
い
る
表
現
で
あ
る
が
、
本
稿
の
文
脈
で
い
え
ば
「
施
術
」
）
の
意
義
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、

引
用
文
に
お
い
て
、
賴
住
は
、
そ
れ
（
「
解
体
」
）
に
よ
っ
て
、
「
世
界
の
真
相
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
」
と
述
べ
、
南
は
、
「
縁
起
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の
次
元
」
云
々
と
述
べ
る
。
「
世
界
の
真
相
」
と
「
縁
起
の
次
元
」
と
は
、
内
実
に
お
い
て
、
さ
し
た
る
懸
隔
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
で

あ
ろ
う
（
賴
住
の
い
う
「
世
界
の
真
相
」
と
は
「
縁
起
」
的
世
界
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
。
と
す
れ
ば
、
「
解
体
」
（
「
施
術
」
）
の
意
義

に
つ
い
て
、
と
り
あ
え
ず
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
い
っ
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

言
葉
を
解
体
す
る
（
言
葉
を
「
施
術
」
す
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
に
よ
っ
て
固
定
化
（
実
体
化
）
さ
れ
た
も
の
の
世
界
を
脱
臼
さ

せ
、
言
葉
に
よ
つ
て
固
定
化
（
実
体
化
）
さ
れ
た
も
の
の
世
界
と
は
べ
つ
の
も
の
の
世
界
（
「
世
界
の
真
相
」
で
あ
り
「
縁
起
」
）
を
指

示
す
る
、
と
。

本
稿
は
、
「
解
体
」
（
「
施
術
」
）
の
以
上
の
主
旨
に
そ
っ
て
、
そ
れ
が
い
か
に
『
正
法
眼
蔵
』
の
面
食
ら
う
よ
う
な
字
面
の
読
解
に

益
す
る
か
を
主
題
的
に
論
じ
る
も
の
で
あ
る
（
賴
住
も
南
も
「
解
体
（
施
術
）
」
を
主
題
的
に
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
）
。

そ
し
て
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
手
法
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
、
そ
れ
（
「
施
術
」
）
は
七
に
類
型
化
さ
れ
、
以
下
の
章
で
順
次
述
べ

ら
れ
て
い
く
が
、
そ
の
際
、
順
不
同
で
あ
る
こ
と
を
い
い
そ
え
て
お
く
。

一
、
【
分
断
】

言
葉
は
、
仏
教
思
想
に
お
い
て
、
け
っ
し
て
分
の
い
い
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
一
般
的
傾
向
と
し
て
、
言
葉
を
否
定
的
に
捉
え
る
。

と
い
う
の
も
、
言
葉
は
も
の
を
固
定
し
、
や
や
も
す
れ
ば
、
そ
れ
が
実
体
で
あ
る
か
の
よ
う
な
想
念
（
妄
念
）
を
抱
か
せ
て
し
ま
う
か
ら

で
あ
る
。
「
机
」
と
い
う
言
葉
が
あ
れ
ば
、
「
机
」
た
る
べ
き
恒
久
不
変
の
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ず
っ
と
あ
り
つ
づ
け
る
か
の
よ
う

に
思
い
こ
ま
せ
て
し
ま
う
。
「
私
」
と
い
う
言
葉
が
あ
れ
ば
、
「
私
」
は
「
私
」
で
あ
っ
て
、
変
わ
ら
な
い
「
私
」
が
い
つ
ま
で
も
あ
り

つ
づ
け
る
か
の
よ
う
に
思
い
こ
ま
せ
て
し
ま
う
。
す
る
と
、
「
も
の
」
な
ら
「
も
の
」
に
た
い
す
る
執
着
（
法
執
）
が
生
ま
れ
、
「
私
」

な
ら
「
私
」
に
た
い
す
る
執
着
（
我
執
）
が
生
ま
れ
、
ひ
い
て
は
、
苦
が
生
じ
る
。

と
こ
ろ
で
、
仏
教
思
想
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
も
い
う
べ
き
解
脱
と
は
、
苦
か
ら
脱
す
る
こ
と
で
あ
り
、
苦
を
も
た
ら
す
執
着
か
ら
離
れ
る
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こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
仏
教
者
は
、
執
着
の
も
と
と
も
な
り
か
ね
な
い
、
も
の
を
固
定
化
し
実
体
化
す
る
言
葉
に
た
い
し
て
、
素
朴

な
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
で
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
言
葉
に
よ
っ
て
実
体
化
さ
れ
る
も
の
の
あ
り
か
た
を
徹
底
的
に
否
定
し
、

「
な
に
も
の
も
滅
す
る
こ
と
な
く
、
な
に
も
の
も
生
じ
る
こ
と
な
く
…
…
」
（

12
）

と
謳
う
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
言
語
哲
学
も
、
時
代
も

場
所
も
と
ぶ
が
、
言
葉
の
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
を
問
い
な
が
ら
、
た
え
ず
自
己
撞
着
に
曝
さ
れ
て
あ
る
よ
う
な
、
言
葉
の
危
険
な
綱
渡
り
と
も

い
う
べ
き
禅
の
公
案
（
禅
問
答
）
も
（

13
）

、
と
も
に
、
言
葉
に
た
い
す
る
そ
う
し
た
基
本
的
態
度
か
ら
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
、
言
葉
に
よ
っ
て
も
の
が
固
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
も
う
す
こ
し
細
か
く
見
て
お
こ
う
。
「
机
」
や
「
私
」
と
い

う
単
語
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。

次
に
熟
語
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
白
雲
」
。
「
白
雲
」
は
、
単
語
で
あ
る
「
白
」
と
「
雲
」
と
が
、
さ
ら
に
結
合
し
た
語
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
白
」
と
「
雲
」
と
が
、
い
わ
ば
糊
（
・
）
に
よ
っ
て
接
着
さ
れ
て
、
「
白
・
雲
」
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
糊
に
は
、
そ
の
と

き
、
文
法
的
情
報
が
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
（
こ
の
場
合
は
、
「
上
が
下
を
修
飾
す
る
」
）
。
そ
し
て
、
「
白
・
雲
」
は
、
情
報
ど
お
り
に
、

「
白
雲
（
白
い
雲
）
」
と
い
う
一
義
的
に
規
定
さ
れ
る
熟
語
と
な
り
、
や
が
て
は
、
辞
書
の
な
か
で
定
着
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
「
白
雲
」

は
、
し
た
が
っ
て
、
「
白
雲
」
で
あ
っ
て
、
「
雲
白
」
と
は
な
ら
な
い
。

次
に
文
で
あ
る
。
糊
に
よ
る
接
着
は
い
よ
い
よ
強
固
に
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
語
と
語
と
は
、
多
様
な
糊
（
・
）
に
よ
っ
て

（
つ
ま
り
、
糊
に
書
き
こ
ま
れ
る
文
法
的
情
報
は
多
様
で
あ
る
。
「
上
が
下
を
修
飾
す
る
」
と
か
「
下
が
上
の
目
的
語
に
な
る
」
と
か
）
、

順
次
、
接
着
さ
れ
、
一
つ
の
構
造
物
と
し
て
の
文
の
姿
態
を
確
定
的
な
も
の
に
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
「
良
薬
苦
於
口
」
は
そ
う
し
て

錬
成
さ
れ
た
文
で
あ
る
。
堅
固
な
構
造
物
と
し
て
の｢

良
薬
苦
於
口｣
は
、
ど
こ
か
ら
も
崩
し
よ
う
が
な
く
、
「
良
薬
は
口
に
苦
い
」
と
い

う
既
定
の
意
味
内
容
（
観
念
）
と
が
っ
し
り
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
単
語
か
ら
熟
語
へ
と
、
熟
語
か
ら
文
へ
と
、
言
語
的
構
造
物
が
強
固
に
構
築
さ
れ
て
い
く
、
す
る
と
同
時
に
（
そ
れ
と
裏

腹
に
）
、
既
定
の
常
套
的
な
意
味
内
容
（
観
念
）
も
凝
結
し
て
い
く
。
換
言
す
れ
ば
、
言
語
に
よ
る
も
う
一
つ
の
世
界
が
仮
構
さ
れ
て
い
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く
の
で
あ
る
。
日
常
の
世
界
と
は
、
そ
の
意
味
で
、
言
葉
に
ひ
き
ず
ら
れ
た
幻
影
の
な
か
で
生
き
ら
れ
る
世
界
の
こ
と
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

た
だ
、
問
題
は
、
仮
構
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
当
の
（
真
実
の
）
世
界
で
あ
る
と
思
い
こ
ん
で
し
ま
う
こ
と
で
あ

る
。
平
た
く
い
え
ば
、
あ
り
も
し
な
い
事
物
に
囚
わ
れ
、
あ
り
も
し
な
い
固
定
観
念
に
囚
わ
れ
る
。
さ
き
の
「
良
薬
苦
於
口
」
で
い
え
ば
、

「
良
薬
は
口
に
苦
い
」
と
い
う
既
定
の
意
味
内
容
（
観
念
）
を
、
金
科
玉
条
の
ご
と
く
不
動
の
理
念
に
仕
立
て
あ
げ
、
結
局
は
、
き
わ
め

て
陳
腐
な
観
念
の
虜
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
と
き
、
構
造
物
と
し
て
の
「
良
薬
苦
於
口
」
は
、
さ
ぞ
、
容
易
に
は
剥
が
し
え
な
い
糊
（
・
）

で
雁
字
搦
め
に
な
り
、
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
い
か
な
い
代
物
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
仏
教
思
想
の
脈
々
た
る
系
譜
に
し
か
と
連
な
る
『
正
法
眼
蔵
』
に
お
け
る
言
語
的
身
振
り
は
、
な
に
よ
り
も
、
そ
う
し
た
言
葉

に
よ
っ
て
仮
構
さ
れ
た
世
界
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
、
そ
う
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
道
元
は
、
「
言
語
哲
学
」
を
た
ん
に
語

っ
た
り
、
叙
述
し
た
り
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
を
実
践
す
る
。
道
元
は
、
実
演
的
に
糊
（
・
）
を
剥
が
し
に
い
く
。
手
ず
か

ら
固
定
観
念
の
巣
く
う
言
葉
を
崩
し
に
か
か
る
。
「
施
術
」
と
は
、
言
葉
に
た
い
す
る
そ
う
し
た
外
科
的
な
処
置
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

い
。ま

ず
、
【
分
断
】
で
あ
る
。

次
の
よ
う
な
文
を
ど
う
読
め
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
見
こ
れ
「
除
我
慢
」
な
り
。
「
我
」
も
ひ
と
つ
に
あ
ら
ず
、
「
漫
」
も
多
般
な
り
、
除
法
ま
た
万
差
な
る
べ
し
。
し
か

あ
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
み
な
見
仏
性
な
り
。
（
仏
性
）
（

14
）

こ
の
文
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
見
て
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
な
に
よ
り
も
、
【
分
断
】
で
あ
る
。
「
除
我
慢
」
と
い
う
構
造
物
が
崩
さ
れ
て
、
「
除
」
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「
我
」
「
慢
」
と
【
分
断
】
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
う
が
っ
た
い
い
か
た
を
す
れ
ば
、
「
除
我
慢
」
と
い
う
塊
と
な
っ
た
〈
家
〉
よ

り
も
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
「
除
」
「
我
」
「
慢
」
の
〈
個
〉
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
を
補
っ

て
、
も
う
一
度
い
う
が
、
「
ひ
と
つ
に
あ
ら
ず
」
「
多
般
」
「
万
差
」
の
意
味
や
そ
れ
ら
の
微
妙
な
使
い
分
け
の
理
由
な
ど
を
い
た
ず
ら

に
詮
索
し
た
り
せ
ず
に
、
見
て
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
な
に
よ
り
も
、
糊
（
・
）
に
よ
っ
て
接
着
さ
れ
て
い
た
「
除
我
慢
」

が
、
糊
を
剥
が
さ
れ
、
「
除
」
「
我
」
「
慢
」
に
【
分
断
】
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
「
除
我
慢
」
は
【
分
断
】
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
（
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、
す
で
に
示

唆
し
て
お
い
た
こ
と
で
は
あ
る
が
）
。

そ
の
ま
え
に
、
「
除
我
慢
」
の
簡
単
な
説
明
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
「
除
我
慢
」
の
「
慢
」
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

の
「
マ
ー
ナ
」
の
漢
訳
で
、
「
思
い
あ
が
り
の
心
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
我
慢
」
と
は
、
「
自
己
に
た
い
す
る
思
い
あ
が
り
の

心
」
を
、
「
除
我
慢
」
と
は
、
「
自
己
に
た
い
す
る
思
い
あ
が
り
の
心
を
除
く
」
を
意
味
し
、
悟
り
へ
の
要
諦
と
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、

引
用
文
の
近
く
に
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
「
汝
欲
見
仏
性
、
先
須
除
我
慢
（
あ
な
た
が
仏
性
を
見
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
ま
ず
は
ぜ
ひ

と
も
我
慢
を
除
き
な
さ
い
）
」
（

15
）

の
言
葉
が
引
か
れ
て
い
る
。

ふ
た
た
び
、
で
は
、
な
ぜ
「
除
我
慢
」
は
【
分
断
】
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
「
除
我
慢
」
が
、
言
葉
に
よ
る
固
定
化
（
実
体
化
）
に
よ
っ
て
、
陳
腐
な
固
定
観
念
を
凝
結
さ
せ
て
し
ま
い
か
ね

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
「
自
己
に
た
い
す
る
思
い
あ
が
り
の
心
を
除
く
」
は
、
あ
ま
り
に
も
容
易
に
、
強
ば
っ
た
絶
対
的
な
命

令
に
も
転
化
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
、
形
骸
化
し
た
紋
切
り
型
に
も
堕
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
し
て
、
固
定
観

念
の
病
巣
と
も
い
う
べ
き
牢
固
な
構
造
物
と
し
て
の｢

除
我
慢｣
は
、
一
旦
は
、
崩
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

何
人
か
の
訳
者
は
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。
「
見
る
た
め
に
は
我
慢
を
除
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
も
ひ
と
つ
で
は
な
い
、
慢
も
さ
ま
ざ

ま
で
あ
る
。
そ
れ
を
除
く
に
も
ま
た
さ
ま
ざ
ま
の
方
法
が
あ
ろ
う
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
か
く
す
れ
ば
仏
性
を
見
る
こ
と
を
う
る

の
で
あ
る
」
（

16
）

（
増
谷
文
雄
）
。
「
そ
の
見
が
除
我
慢
で
あ
る
。
我
も
一
つ
で
は
な
く
、
慢
も
種
々
多
般
あ
り
、
そ
れ
を
除
く
方
法
も
ま
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た
千
差
万
別
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
み
な
見
仏
性
で
あ
る
」
（

17
）

（
水
野
弥
穂
子
）
。
訳
す
と
す
れ
ば
、
そ
の

よ
う
に
散
文
的
に
訳
す
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
訳
文
か
ら
は
、
「
施
術
」
と
し
て
の
【
分
断
】
の
〈
痕
〉
を
積
極

的
に
見
て
と
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

た
だ
、
森
本
和
夫
は
、
訳
で
は
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
そ
の
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
は
「
我
慢
」
を
取
り
除
く
こ
と

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
何
事
も
実
体
的
に
特
定
化
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
除
我
慢
」
と
い
っ
て
も
、
「
我
」

も
一
つ
で
は
な
く
、
「
慢
」
に
も
多
く
の
種
類
が
あ
り
、
除
去
す
る
方
法
も
種
々
多
様
で
あ
る
こ
と
が
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
け
れ

ど
も
、
そ
れ
ら
は
、
す
べ
て
「
見
仏
性
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
」
（

18
）

と
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
森
本

が
「
何
事
も
実
体
的
に
特
定
化
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
引
用
文
に
、
正
当
に
も
、
言
葉
に
よ
る
実
体

化
を
避
け
る
意
志
を
読
み
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
、
「
除
」
「
我
」
「
慢
」
と
【
分
断
】
に
読
み
と
っ
て
い
る
の

か
、
そ
れ
と
も
、
「
ひ
と
つ
に
あ
ら
ず
」
「
多
般
な
り
」
「
万
差
な
る
べ
し
」
と
い
わ
ば
多
数
化
に
読
み
と
っ
て
い
る
の
か
は
、
よ
く
わ

か
ら
な
い
。

こ
の
章
の
最
後
に
、
【
分
断
】
の
他
の
例
を
あ
げ
て
（
と
り
あ
え
ず
、
二
例
を
あ
げ
る
）
、
【
分
断
】
説
を
側
面
か
ら
補
強
し
て
お
く
。

「
著
衣
喫
飯
」
は
、
法
性
三
昧
の
著
衣
喫
飯
な
り
。
衣
法
性
現
成
な
り
、
飯
法
性
現
成
な
り
。
喫
法
性
現
成
な
り
、
著
法
性

現
成
な
り
。
（
法
性
）
（

19
）

「
著
衣
喫
飯
」
は
四
字
熟
語
で
あ
る
。
「
衣
を
着
て
飯
を
食
う
」
、
そ
れ
は
、
た
だ
ち
に
、
お
な
じ
四
字
熟
語
の
「
行
住
坐
臥
」
が
そ

う
で
あ
る
よ
う
に
、
な
に
で
も
な
い
日
常
の
営
為
と
直
結
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
「
著
衣
喫
飯
」
は
あ
く
ま
で
も
錬
成
さ
れ
た
堅
固
な
構

造
物
で
あ
っ
て
、
「
衣
飯
喫
著
」
と
は
け
っ
し
て
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
引
用
文
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
著
」
「
衣
」
「
喫
」
「
飯
」
と
【
分
断
】
さ
れ
、
お
ま
け
に
、
【
分
断
】
さ
れ
た
あ
と
、
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【
シ
ャ
ッ
フ
ル
】
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
登
場
順
で
い
え
ば
、
「
衣
」
「
飯
」
喫
」
「
著
」
と
並
べ
か
え
ら
れ
て
い
る
。
糊
（
・
）
が
剥

が
さ
れ
、
て
ん
で
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
著
衣
喫
飯
」
は
【
分
断
】
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
法

性
三
昧
」
と
い
う
語
句
が
付
着
し
て
い
る
。

も
う
一
例
。

い
は
ゆ
る
、
「
開
仏
知
見
」
の
法
華
転
な
る
、
「
示
仏
知
見
」
に
な
ら
ふ
べ
し
。
「
悟
仏
知
見
」
の
法
華
転
な
る
、
「
入
仏

知
見
」
に
な
ら
ふ
べ
し
。
「
示
仏
知
見
」
の
法
華
転
な
る
、
「
悟
仏
知
見
」
に
な
ら
ふ
べ
し
。
か
く
の
ご
と
く
、
開
示
悟
入
の

法
華
転
、
お
の
お
の
究
尽
の
み
ち
あ
る
べ
し
。
（
法
華
転
法
華
）
（

20
）

文
中
の
「
開
示
悟
入
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
『
法
華
経
』
の
な
か
の
語
句
で
、
「
仏
の
悟
り
を
衆
生
に
示
し
、
仏
果
に
導
く
こ

と
」
（
大
辞
林
）
を
意
味
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
堅
固
な
構
造
物
で
、
揺
る
ぎ
よ
う
が
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
引
用
文
に
お
い
て
は
、
「
開
」
「
示
」
「
悟
」
「
入
」
と
【
分
断
】
さ
れ
、
そ
の
う
え
、
こ
れ
も
【
シ
ャ
ッ
フ
ル
】
の
一

形
態
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
奇
妙
な
ズ
レ
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
「
「
開
仏
知
見
」
の
法
華
転
な
る
、
「
示
仏
知
見
」

に
な
ら
ふ
べ
し
。
「
悟
仏
知
見
」
の
法
華
転
な
る
、
「
入
仏
知
見
」
に
な
ら
ふ
べ
し
。
」
ま
で
が
一
つ
の
フ
レ
ー
ズ
だ
と
す
る
と
、
「
「
示

仏
知
見
」
の
法
華
転
な
る
、
「
悟
仏
知
見
」
に
な
ら
ふ
べ
し
。
」
で
は
じ
ま
る
次
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
変
奏
）

で
あ
っ
て
、
お
な
じ
テ
ー
マ
が
反
復
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
た
だ
、
実
際
の
紙
面
は
、
後
半
が
省
略
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
補
っ
て

全
体
を
示
す
と
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
「
示
仏
知
見
」
の
法
華
転
な
る
、
「
悟
仏
知
見
」
に
な
ら
ふ
べ
し
。
「
入
仏
知

見
」
の
法
華
転
な
る
、
「
開
仏
知
見
」
に
な
ら
ふ
べ
し
。
」
と
。
つ
ま
り
、
さ
き
の
フ
レ
ー
ズ
か
ら
見
れ
ば
、
文
字
が
一
字
ず
つ
繰
り
あ

が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以
下
に
、
第
二
変
奏
も
予
想
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
「
悟
仏
知
見
」
の
法
華
転
な
る
、
「
入
仏
知
見
」

に
な
ら
ふ
べ
し
。
「
開
仏
知
見
」
の
法
華
転
な
る
、
「
示
仏
知
見
」
に
な
ら
ふ
べ
し
。
」
と
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
と
を
予
想
す
る
と
す
れ
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ば
、
順
繰
り
に
、
一
字
ず
つ
ズ
レ
な
が
ら
変
奏
さ
れ
、
や
が
て
、
も
と
の
フ
レ
ー
ズ
に
回
帰
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

「
開
示
悟
入
」
は
【
分
断
】
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
仏
知
見
」
と
い
う
語
句
が
付
着
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
複
数
の
例
を
あ
げ
う
る
こ
と
か
ら
も
、
『
正
法
眼
蔵
』
の
語
法
（
文
章
表
記
）
に
お
け
る
「
施
術
」
と
し
て
の
【
分
断
】

を
指
摘
す
る
こ
と
の
正
当
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
【
分
断
】
さ
れ
た
語
の
そ
れ
ぞ
れ
に
付
着
し
て
い
る
語
句
、
即
ち
、
「
見
仏
性
」
「
法
性
三
昧
」
「
仏
知
見
」
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
同
義
語
も
し
く
は
類
義
語
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
悟
り
の
境
域
を
示
唆
す
る
語
句
で
あ
る
。
仏
教
者
道
元
の
眼
差
し
は
、
人
為
的
な

構
造
物
に
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
そ
れ
が
粉
砕
さ
れ
た
あ
と
の
微
塵
に
と
ど
い
て
い
る
と
で
も
さ
し
あ
た
り
い
っ
て
お
こ
う
。

二
、
【
シ
ャ
ッ
フ
ル
】

次
に
、
【
シ
ャ
ッ
フ
ル
】
で
あ
る
。

例
は
い
く
つ
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
代
表
格
は
、
さ
き
に
議
論
の
途
中
で
も
引
い
た
、
次
の
文
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
「
即
心
是
仏
」
を
参
究
し
、
「
心
即
仏
是
」
を
参
究
し
、
「
仏
即
是
心
」
を
参
究
し
、
「
即
心
仏
是
」
を
参
究
し
、

「
是
仏
心
即
」
を
参
究
す
。
か
く
の
ご
と
く
の
参
究
、
ま
さ
し
く
即
心
是
仏
、
こ
れ
を
挙
し
て
即
心
是
仏
に
正
伝
す
る
な
り
。

（
即
心
是
仏
）
（

21
）

あ
ら
た
め
て
、
こ
の
文
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
心
即
仏
是
」
「
仏
即
是
心
」
「
即
心
仏
是
」
「
是
仏
心
即
」
と
は
、
い
っ
た
い
何
者
な
の
か
。
意
味
を
追
い
か
け
る
べ
き
な
の
か
。
そ
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れ
と
も
、
語
が
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
並
び
か
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
意
味
を
追
い
か
け
て
も
仕
方
が
な
い
の
か
（
ち
な
み
に
、
「
即
心
是

仏
」
と
は
、
唐
代
の
馬
祖
道
一
の
語
と
し
て
し
ら
れ
、
禅
の
要
諦
を
示
す
語
句
で
あ
り
、
「
心
の
そ
の
ま
ま
是
れ
が
仏
で
あ
る
」
と
い
う

明
白
な
意
味
を
に
な
う
。
そ
の
意
味
で
、
由
緒
正
し
い
四
字
熟
語
で
あ
り
、
崩
し
よ
う
が
な
い
）
。

さ
き
に
、
南
直
哉
は
、
「
四
つ
の
文
句
を
一
々
解
釈
す
る
必
要
は
毛
頭
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
。
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
「
四

つ
の
文
句
」
と
は
、
「
心
即
仏
是
」
「
仏
即
是
心
」
「
即
心
仏
是
」
「
是
仏
心
即
」
で
あ
る
。
お
お
よ
そ
、
こ
れ
ら
の
各
語
句
の
意
味
を

追
い
か
け
て
も
無
駄
で
あ
り
、
深
読
み
を
し
て
深
意
を
も
と
め
る
こ
と
は
さ
ら
に
愚
行
で
あ
ろ
う
。

南
は
、
つ
づ
け
て
、
こ
う
も
述
べ
て
い
た
。
「
解
体
と
字
の
並
べ
替
え
に
よ
っ
て
、
記
号
と
意
味
の
固
定
化
さ
れ
た
対
応
関
係
が
破
壊

さ
れ
、
言
語
の
恣
意
性
と
、
そ
れ
が
作
り
だ
し
た
「
本
質
」
「
実
体
」
概
念
の
虚
構
性
が
露
呈
す
る
」
と
。
こ
れ
も
ま
っ
た
く
正
し
い
で

あ
ろ
う
。
言
葉
に
よ
っ
て
、
も
の
は
、
固
定
さ
れ
、
「
も
の
」
が
「
も
の
」
と
し
て
、
恒
常
不
変
の
「
本
質
」
や
「
実
体
」
を
も
つ
か
の

よ
う
に
、
妄
想
さ
れ
て
し
ま
う
。
「
解
体
」
は
、
言
葉
が
つ
く
り
だ
す
そ
の
よ
う
な
仮
構
的
世
界
（
虚
構
性
）
に
一
撃
を
く
ら
わ
す
。

と
に
も
か
く
に
も
、
引
用
文
に
見
い
だ
さ
れ
る
べ
き
は
、
外
科
的
な
「
施
術
」
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
外
科
的
で
あ
る
か
ら
し
て
、
い

わ
ば
、
ウ
エ
ッ
ト
な
意
味
に
ひ
き
ず
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
手
わ
ざ
は
ド
ラ
イ
で
あ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
ち
な
み
に
、
四
つ

の
文
字
の
ラ
ン
ダ
ム
な
組
み
合
わ
せ
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
数
学
的
に
二
十
四
通
り
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
こ
こ
に

列
挙
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
文
の
本
旨
に
な
ん
ら
障
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
引
用
文
を
め
ぐ
る
、
【
シ
ャ
ッ
フ
ル
】
に
つ
い
て
の
予
備
的
な
考
察
は
こ
れ
ま
で
と
し
、
こ
こ
で
べ
つ
の
文
を
取
り
あ
げ
、
議
論

を
さ
ら
に
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

次
の
文
で
あ
る
。

し
る
べ
し
、
汝
得
吾
あ
る
べ
し
、
吾
得
汝
あ
る
べ
し
、
得
吾
汝
あ
る
べ
し
、
得
汝
吾
あ
る
べ
し
。
（
葛
藤
）
（

22
）
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こ
れ
は
、
達
磨
が
、
九
年
面
壁
の
生
活
を
と
も
に
送
っ
た
あ
と
、
四
人
の
門
人
に
、
「
自
分
の
得
た
と
こ
ろ
を
い
っ
て
み
よ
」
と
い
っ

た
さ
い
に
、
は
じ
め
の
三
人
の
門
人
の
返
答
に
た
い
し
て
、
順
に
、
「
汝
得
吾
皮
（
お
ま
え
は
わ
た
し
の
皮
を
得
た
）
」
「
汝
得
吾
肉
（
お

ま
え
は
わ
た
し
の
肉
を
得
た
）
」
「
汝
得
吾
骨
（
お
ま
え
は
わ
た
し
の
骨
を
得
た
）
」
と
こ
た
え
た
あ
と
、
四
人
目
の
慧
可
の
対
応
に
た

い
し
て
、
「
汝
得
吾
髄
（
お
ま
え
は
わ
た
し
の
髄
を
得
た
）
」
と
こ
た
え
、
慧
可
を
二
祖
（
達
磨
は
初
祖
）
と
し
て
、
伝
法
伝
衣
し
た
と

い
う
故
事
に
よ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
引
用
文
に
あ
る
「
汝
得
吾
」
と
は
、
「
わ
た
し
の
何
」
の
「
何
」
の
部
分
が
省
略
さ
れ
て
、

「
汝
得
吾
」
と
な
っ
た
文
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

引
用
文
で
は
、
そ
の
「
汝
得
吾
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
語
が
自
在
に
入
れ
か
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
「
施
術
」
と
し
て
の
【
シ
ャ
ッ
フ

ル
】
で
あ
る
。
よ
り
詳
細
に
い
え
ば
、
ま
ず
「
汝
得
吾
」
が
「
汝
」
「
得
」
「
吾
」
と
【
分
断
】
さ
れ
、
そ
の
あ
と
、
【
シ
ャ
ッ
フ
ル
】

さ
れ
て
い
る
。

「
施
術
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
く
り
か
え
す
ま
で
も
な
い
。
固
定
観
念
の
病
巣
と
も
い
う
べ
き
牢
固
な
構
造
物
を
手
ず
か
ら
打
ち
崩

し
、
言
葉
に
よ
っ
て
仮
構
さ
れ
た
世
界
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
、
問
題
に
し
た
い
こ
と
が
ほ
か
に
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
引
用
文
に
お
い
て
、
外
科
的
な
「
施
術
」
に
な
ん
ら
か

の
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
っ
て
い
る
か
ど
う
か
。
「
汝
」
「
得
」
「
吾
」
の
三
文
字
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
れ
ば
、
数
学
的
に
は
六
通
り
で
あ
る
。

全
部
列
挙
す
る
と
、
引
用
文
に
あ
る
「
汝
得
吾
」
「
吾
得
汝
」
「
得
吾
汝
」
「
得
汝
吾
」
の
ほ
か
に
、
「
汝
吾
得
」
「
吾
汝
得
」
。
問
題

は
、
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
六
通
り
か
ら
、
道
元
が
な
ん
ら
か
の
選
別
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
（
「
汝
吾
得
」
「
吾
汝
得
」
が
意
識
的

に
排
除
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
）
。
選
別
を
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
「
施
術
」
に
な
ん
ら
か
の
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
し
、
牢
固
な
言
語
的
構
造
物
が
に
な
う
固
定
し
た
意
味
を
脱
臼
さ
せ
て
い
く
と
い
っ
て
も
、
徹
底
的
な
そ
れ
で
は
な
く
、
そ
の

途
中
で
、
ま
た
な
ん
ら
か
の
あ
ら
た
な
意
味
の
地
平
を
見
い
だ
し
、
そ
こ
に
立
ち
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

ど
う
も
こ
こ
で
二
つ
の
立
場
に
分
か
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
一
つ
は
、
三
つ
の
語
の
ど
の
語
と
ど
の
語
と
が
入
れ
か
わ
っ
て
い
る
の
か
を

注
視
し
、
そ
れ
ら
の
二
つ
の
語
の
「
交
換
可
能
性
」
を
強
調
し
、
選
別
は
必
然
で
あ
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
す
べ
て
の

語
が
「
施
術
」
の
対
象
で
あ
っ
て
、
選
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
に
し
て
も
、
偶
然
で
あ
り
、
の
こ
り
の
語
句
（
こ
こ
で
は
、
「
汝
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吾
得
」
「
吾
汝
得
」
）
は
潜
在
的
に
生
き
て
い
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

前
者
の
立
場
は
、
引
用
文
に
お
い
て
、
「
吾
」
と
「
汝
」
に
も
っ
ぱ
ら
注
視
す
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
「
吾
」
と
「
汝
」
と
は
、

交
換
可
能
（
入
れ
か
え
可
能
）
で
あ
り
、
「
一
如
」
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
思
考
の
着
地
点
を
も
っ
て
い
く
立
場
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

次
の
よ
う
な
訳
文
を
読
む
と
、
そ
の
よ
う
な
意
図
が
透
け
て
見
え
る
よ
う
に
思
う
。
「
次
の
よ
う
に
知
る
べ
き
で
あ
る
。
「
お
ま
え
は
わ

た
し
を
得
た
」
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
「
わ
た
し
は
お
ま
え
を
得
た
」
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
わ
た
し
も
お
ま
え
も
得

た
」
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
「
お
ま
え
も
わ
た
し
も
得
た
」
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
」
（

23
）

（
玉
城
康
四
郎
）
。
こ
の
訳
文
に
お
い

て
、
交
換
可
能
な
の
は
あ
く
ま
で
も
「
吾
」
と
「
汝
」
で
あ
り
、
「
得
」
は
あ
た
か
も
「
吾
」
と
「
汝
」
を
交
換
さ
せ
る
た
め
の
蝶
番
か

軸
の
役
割
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
、
【
シ
ャ
ッ
フ
ル
】
の
な
か
に
巻
き
こ
ま
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
立
場
は
、

畢
竟
す
る
に
、
「
主
客
の
融
合
」
へ
と
帰
着
し
て
い
く
立
場
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

後
者
の
立
場
は
、
「
施
術
」
を
も
っ
と
ド
ラ
イ
に
捉
え
る
。
当
然
、
「
吾
」
も
「
汝
」
も
「
得
」
も
、
【
シ
ャ
ッ
フ
ル
】
の
渦
の
な
か

に
巻
き
こ
ま
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
三
つ
の
語
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
の
組
み
合
わ
せ
で
、
結
合
し
て
は
分
散
し
て
い
く
。
だ
か

ら
、
引
用
文
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
組
み
合
わ
せ
が
列
挙
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
偶
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
偶
々

そ
の
よ
う
に
選
別
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
ち
な
み
に
、
次
の
訳
文
を
読
ん
で
み
よ
う
。
さ
き
の
訳
文
と
比
較
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
わ

か
る
で
あ
ろ
う
、
「
汝
得
吾
」
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
「
吾
得
汝
」
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
「
得
吾
汝
」
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
「
得
汝

吾
」
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
」
（

24
）

（
水
野
弥
穂
子
）
。
さ
き
の
訳
と
ち
が
う
と
こ
ろ
は
、
「
汝
得
吾
」
「
吾
得
汝
」
「
得
吾
汝
」
「
得
汝
吾
」

と
、
一
見
訳
文
と
し
て
不
親
切
に
見
え
る
が
、
余
計
な
解
釈
（
意
味
を
追
う
こ
と
）
を
い
れ
ず
、
字
面
を
そ
の
ま
ま
の
こ
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
こ
の
訳
で
あ
る
と
、
「
施
術
」
と
し
て
の
【
シ
ャ
ッ
フ
ル
】
の
形
跡
が
格
段
に
見
や
す
い
。
た
だ
し
、
訳
者
が
そ
の
よ
う
に
し
た

（
字
面
を
そ
の
ま
ま
の
こ
し
た
）
理
由
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

さ
て
、
本
稿
は
後
者
の
立
場
に
立
つ
。
後
者
の
立
場
に
立
っ
て
、
『
正
法
眼
蔵
』
を
読
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
つ
の
立
場
に
決
着
を
つ
け
よ
う
と
す
る
わ
け
で
は
か
な
ら
ず
し
も
な
い
が
、
べ
つ
の
巻
で
、
次
の
目
眩
ま
し
の
よ
う
な
文
に
出
会
う
。
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梅
華
開
は
、
髄
吾
得
汝
な
り
。
（
梅
花
）
（

25
）

「
髄
吾
得
汝
」
を
ど
う
捉
え
る
か
。

不
思
議
な
こ
と
に
、
ほ
と
ん
ど
の
訳
者
は
、
こ
の
逆
立
ち
し
た
よ
う
な
「
髄
吾
得
汝
」
を
真
っ
正
面
か
ら
受
け
と
っ
て
い
な
い
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
伝
法
伝
衣
す
る
さ
い
に
、
達
磨
が
慧
可
に
返
答
し
た
と
い
う
「
汝
得
吾
髄
」
の
誤
植
と
で
も
い
い
た
げ
で
あ
る
。

い
く
つ
か
の
訳
文
を
読
ん
で
み
よ
う
。
「
梅
華
の
開
く
と
い
う
の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
汝
は
わ
が
髄
を
得
た
り
」
で
あ
る
」
（

26
）

（
増
谷
文
雄
）
。
こ
れ
で
は
「
汝
得
吾
髄
」
を
訳
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
髄
吾
得
汝
」
は
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
い
る
。
「
梅
華
が
開

く
と
い
う
こ
と
は
、
「
わ
が
髄
を
汝
が
得
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（

27
）

（
玉
城
康
四
郎
）
。
「
汝
得
吾
髄
」
を
倒
置
法
に
し
た
よ
う
な

訳
で
、
お
な
じ
訳
者
の
さ
き
の
訳
文
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
髄
吾
得
汝
」
に
徹
底
的
に
寄
り
添
う
こ
と
な
く
、
途
中
で
、
中
途
半
端

な
妥
協
を
し
て
い
る
感
が
否
め
な
い
。
「
梅
花
の
開
は
、
（
師
の
）
吾
髄
を
得
た
の
で
あ
り
汝
を
得
た
の
で
あ
る
」
（

28
）

（
水
野
弥
穂
子
）
。

ど
の
よ
う
な
意
味
も
追
う
こ
と
な
く
、
お
な
じ
訳
者
の
さ
き
の
訳
文
の
よ
う
に
、
こ
こ
は
、
「
髄
吾
得
汝
」
と
字
面
の
ま
ま
に
し
て
お
い

て
ほ
し
か
っ
た
。
「
梅
華
が
開
く
と
い
う
こ
と
は
、
真
理
が
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（

29
）

（
中
村
宗
一
）
。
お
な
じ
訳
者
に
つ

い
て
、
さ
き
に
（
「
は
じ
め
に
」
）
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
、
意
味
内
容
（
観
念
）
へ
と
急
い
で
し
ま
っ
て
い
る
。

た
だ
、
訳
で
は
な
い
が
、
森
本
和
夫
は
、
「
髄
吾
得
汝
」
に
つ
い
て
、
「
達
磨
か
ら
慧
可
へ
の
附
法
の
語
た
る
「
汝
得
吾
髄
」
の
順
序

を
入
れ
換
え
た
わ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
「
文
字
の
順
序
を
入
れ
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
別
的
な
判
断
へ
の
固

定
化
を
避
け
る
」
（

30
）

と
述
べ
て
い
る
。
我
が
意
を
得
た
り
と
い
う
の
か
、
ま
っ
た
く
正
し
い
。

「
汝
得
吾
髄
」
を
逆
立
ち
さ
せ
た
「
髄
吾
得
汝
」
は
、
ド
ラ
イ
な
「
施
術
」
（
こ
こ
で
は
、
【
シ
ャ
ッ
フ
ル
】
）
の
〈
痕
〉
と
捉
え
る

べ
き
で
あ
っ
て
、
道
元
の
「
施
術
」
は
、
す
く
な
か
ら
ず
遊
戯
的
（
曲
芸
的
）
な
面
を
の
ぞ
か
せ
な
が
ら
も
（
本
稿
で
は
、
紙
面
の
関
係

上
、
こ
の
面
に
つ
い
て
詳
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
、
一
切
の
妥
協
な
く
、
ま
っ
た
く
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
遂
行
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

梅
の
花
が
咲
い
た
。
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そ
れ
は
、
「
主
客
の
融
合
」
と
い
う
よ
う
な
勿
体
ぶ
っ
た
境
位
の
話
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
世
界
の
驚
異
で
あ
り
、
一
切
の
言
語
的
表

象
を
越
え
て
い
る
。

三
、
【
た
す
き
が
け
】

「
諸
悪
莫
作
」
の
巻
に
、
奇
妙
な
（
？
）
文
が
登
場
す
る
。
一
見
、
目
も
眩
む
不
可
解
さ
で
あ
る
。

次
の
文
で
あ
る
。

「
自
浄
其
意
」
と
い
ふ
は
、
莫
作
の
「
自
」
な
り
、
莫
作
の
「
浄
」
な
り
。
「
自
」
の
「
其
」
な
り
、
「
自
」
の
「
意
」
な

り
。
莫
作
の
「
其
」
な
り
、
莫
作
の
「
意
」
な
り
。
奉
行
の
「
意
」
な
り
、
奉
行
の
「
浄
」
な
り
、
奉
行
の
「
其
」
な
り
、
奉

行
の
「
自
」
な
り
。
か
る
が
ゆ
ゑ
に
「
是
諸
仏
教
」
と
い
ふ
な
り
。
（
諸
悪
莫
作
）
（

31
）

ど
う
捉
え
れ
ば
い
い
の
か
。
ま
っ
た
く
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
、
お
手
上
げ
（
？
）
で
は
な
い
か
。
い
く
つ
か
の
訳
文
を
読
ん
で
も
、
お

手
上
げ
な
の
か
、
手
応
え
が
な
い
。
無
抵
抗
に
、
ほ
と
ん
ど
原
文
の
ま
ま
を
な
ぞ
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、
訳
文
と
し
て
は
、

そ
う
す
る
ほ
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
）
。

た
と
え
ば
、
次
の
訳
文
で
あ
る
。
「
自
浄
其
意
と
い
う
の
は
、
莫
作
の
自
で
あ
り
、
莫
作
の
浄
で
あ
る
。
自
の
其
で
あ
り
、
自
の
意
で

あ
る
。
莫
作
の
其
で
あ
り
、
莫
作
の
意
で
あ
る
。
ま
た
い
え
ば
、
奉
行
の
意
で
あ
り
、
奉
行
の
浄
で
あ
り
、
奉
行
の
其
で
あ
り
、
奉
行
の

自
で
あ
る
。
そ
の
ゆ
え
に
是
諸
仏
教
（
こ
れ
も
ろ
も
ろ
の
仏
の
お
し
え
な
り
）
と
い
う
の
で
あ
る
」
（

32
）

（
増
谷
文
雄
）
。
と
く
に
な
に
も

い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
こ
そ
原
文
の
ま
ま
と
い
っ
て
い
い
。
も
う
一
つ
。
「
「
自
浄
其
意
」
と
い
う
の
は
、
（
自
ら
其
の
意
を
浄
め
る

こ
と
で
は
な
く
）
莫
作
の
「
自
」
で
あ
り
、
莫
作
の
「
浄
」
で
あ
る
。
「
自
」
の
「
其
」
で
あ
り
、
「
自
」
の
「
意
」
で
あ
る
。
莫
作
の
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「
其
」
で
あ
り
、
莫
作
の
「
意
」
で
あ
る
。
奉
行
の
「
意
」
で
あ
り
、
奉
行
の
「
浄
」
で
あ
り
、
奉
行
の
「
其
」
で
あ
り
、
奉
行
の
「
自
」

で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
「
是
諸
仏
教
（
是
れ
諸
仏
の
教
え
な
り
）
」
と
言
う
」
（

33
）

（
水
野
弥
穂
子
）
。
そ
の
他
、
管
見
す
る
か
ぎ

り
、
ど
の
訳
文
も
大
同
小
異
で
、
引
用
文
は
い
っ
た
い
何
者
な
の
か
、
突
っ
こ
ん
だ
洞
察
を
示
し
て
く
れ
る
も
の
は
皆
無
に
等
し
い
。

た
だ
、
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
水
野
が
、
訳
中
で
、
「
自
ら
其
の
意
を
浄
め
る
こ
と
で
は
な
く
」
と
括
弧
に
し
て
注
記
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
水
野
が
、
以
下
に
つ
づ
く
「
莫
作
の
「
自
」
で
あ
り
…
…
」
の
く
だ
り
の
な
か
に
、
「
自
浄
其
意
」
を
額

面
通
り
（
読
み
く
だ
す
と
、
「
自
ら
其
の
意
を
浄
む
」
）
受
け
と
る
こ
と
に
反
発
す
る
要
素
を
な
に
か
読
み
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

さ
て
、
ル
ー
ペ
で
見
る
よ
う
に
、
引
用
文
を
も
っ
と
丹
念
に
観
察
し
て
み
よ
う
。
い
っ
た
い
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
。

と
こ
ろ
で
、
引
用
文
は
、
道
元
が
、
あ
る
人
口
に
膾
炙
さ
れ
た
語
句
に
つ
い
て
、
講
釈
し
て
い
る
く
だ
り
で
あ
る
。
講
釈
の
下
地
に
な

っ
て
い
る
と
も
い
え
る
そ
の
語
句
は
、
「
諸
悪
莫
作

衆
善
奉
行

自
浄
其
意

是
諸
仏
教
」
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
七
仏
通
戒
偈

（
過
去
七
仏
に
共
通
の
戒
め
の
詩
句
）
」
と
し
て
、
宗
派
を
ま
た
い
で
信
奉
さ
れ
て
き
た
仏
教
の
基
本
の
訓
戒
で
あ
る
。
訳
す
と
、
「
も

ろ
も
ろ
の
悪
い
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い

お
お
く
の
善
い
こ
と
を
し
な
さ
い

み
ず
か
ら
そ
の
心
を
浄
め
な
さ
い

こ
れ
が
諸
仏
の
教
え

で
あ
る
」
と
な
る
。
意
味
内
容
に
一
点
の
曇
り
も
な
く
、
こ
の
言
語
的
構
造
物
に
寸
毫
ほ
ど
の
揺
る
ぎ
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

道
元
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
言
語
的
構
造
物
（
引
用
文
に
お
い
て
は
、
と
く
に
「
自
浄
其
意
」
の
部
分
）
に
件
の
「
施
術
」
を
ほ

ど
こ
し
て
い
く
。
た
ん
に
【
分
断
】
で
も
、
【
シ
ャ
ッ
フ
ル
】
で
も
な
い
（
そ
れ
ら
の
「
施
術
」
も
副
次
的
に
関
係
す
る
と
は
い
え
）
、

第
三
の
「
施
術
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
メ
ス
を
い
れ
て
は
、
縫
い
合
わ
せ
て
い
く
「
施
術
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
【
た

す
き
が
け
】
と
呼
ぶ
。
切
断
さ
れ
た
も
の
を
、
た
す
き
を
か
け
る
よ
う
に
、
再
接
合
し
て
い
く
の
に
似
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
ふ
た
た
び
、
引
用
文
に
お
い
て
、
い
っ
た
い
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
。
と
り
あ
え
ず
、
観
察
さ
れ
う
る
「
施
術
」
の
全
過
程

を
あ
ぶ
り
だ
し
て
い
こ
う
。

ま
ず
、
言
語
的
構
造
物
で
あ
る
「
諸
悪
莫
作

衆
善
奉
行

自
浄
其
意

是
諸
仏
教
」
を
四
に
【
分
断
】
す
る
。
「
諸
悪
莫
作
」
「
衆
善
奉
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行
」
「
自
浄
其
意
」
「
是
諸
仏
教
」
と
（
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
わ
ざ
わ
ざ
【
分
断
】
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
。
は
じ
め
か
ら
分
離

し
う
る
四
つ
の
句
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
）
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
の
「
自
浄
其
意
」
を
さ
ら
に
細
か
く
【
分
断
】
す
る
。

「
自
」
「
浄
」
「
其
」
「
意
」
と
。

次
に
、
「
諸
悪
莫
作
」
の
な
か
の
一
成
分
「
莫
作
」
に
、
「
自
」
「
浄
」
「
其
」
「
意
」
の
各
々
を
縫
い
合
わ
せ
て
い
く
（
【
た
す
き

が
け
】
）
。
「
莫
作
の
「
自
」
な
り
、
莫
作
の
「
浄
」
な
り
。
（
「
自
」
の
「
其
」
な
り
、
「
自
」
の
「
意
」
な
り
。
）
莫
作
の
「
其
」

な
り
、
莫
作
の
「
意
」
な
り
。
」
の
く
だ
り
で
あ
る
。
括
弧
の
な
か
（
「
「
自
」
の
「
其
」
な
り
、
「
自
」
の
「
意
」
な
り
。
」
）
は
い

ま
は
措
い
て
お
く
。

次
に
、
「
衆
善
奉
行
」
の
な
か
の
一
成
分
「
奉
行
」
に
、
「
自
」
「
浄
」
「
其
」
「
意
」
の
各
々
を
縫
い
合
わ
せ
て
い
く
（
【
た
す
き

が
け
】
）
。
「
奉
行
の
「
意
」
な
り
、
奉
行
の
「
浄
」
な
り
、
奉
行
の
「
其
」
な
り
、
奉
行
の
「
自
」
な
り
。
」
の
く
だ
り
で
あ
る
。
た

だ
、
こ
こ
で
、
ほ
か
に
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
「
自
」
「
浄
」
「
其
」
「
意
」
の
登
場
の
順
番
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即

ち
、
「
意
」
「
浄
」
「
其
」
「
自
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
、
「
自
浄
其
意
」
か
ら
「
意
浄
其
自
」
へ
と
、
い
わ
ば
慎
ま
し
い
（
目
に

つ
き
に
く
い
）
【
シ
ャ
ッ
フ
ル
】
の
〈
痕
〉
を
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
道
元
は
わ
ざ
と
配
列
を
変
え
て
い
る
、
そ
う
思
わ
れ

る
。そ

し
て
、
さ
き
に
措
い
て
お
い
た
括
弧
の
な
か
の
く
だ
り
で
あ
る
。
即
ち
、
「
「
自
」
の
「
其
」
な
り
、
「
自
」
の
「
意
」
な
り
。
」

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
自
浄
其
意
」
の
内
部
で
の
自
由
な
縫
い
合
わ
せ
（
【
た
す
き
が
け
】
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
【
分
断
】
さ
れ
、

浮
遊
す
る
「
自
」
「
浄
」
「
其
」
「
意
」
は
、
自
由
自
在
に
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
も
、
縫
合
さ
れ
て
い
く
（
原
理
的
に
は
、
他
の
す
べ

て
の
組
み
合
わ
せ
も
列
挙
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
）
。

以
上
が
、
あ
ぶ
り
だ
さ
れ
た
「
施
術
」
の
全
過
程
で
あ
る
。

見
て
の
と
お
り
、
引
用
文
に
お
い
て
、
二
種
の
【
た
す
き
が
け
】
が
交
錯
し
て
い
る
。
は
な
は
だ
手
が
こ
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
も
こ
れ

も
、
牢
固
な
構
造
物
を
手
ず
か
ら
打
ち
崩
し
、
言
葉
に
よ
っ
て
仮
構
さ
れ
た
世
界
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
手
練
手
管
（
「
施
術
」
）
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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分
析
を
つ
づ
け
る
。

さ
き
に
「
一
成
分
」
と
曖
昧
な
ま
ま
に
の
こ
し
て
お
い
た
「
莫
作
」
「
奉
行
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
莫
作
」
「
奉
行
」
は
、
「
自
」

「
浄
」
「
其
」
「
意
」
と
同
格
で
は
な
い
。
さ
き
に
（
【
分
断
】
の
章
）
、
【
分
断
】
さ
れ
た
語
の
そ
れ
ぞ
れ
に
付
着
し
て
い
る
語
句
に

つ
い
て
述
べ
た
。
即
ち
、
「
見
仏
性
」
「
法
性
三
昧
」
「
仏
知
見
」
で
あ
る
。
「
莫
作
」
「
奉
行
」
は
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
語
句
と
同

格
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
莫
作
」
「
奉
行
」
は
、
引
用
文
に
お
い
て
、
「
見
仏
性
」
「
法
性
三
昧
」
「
仏
知
見
」
に
類
す
る
語
句
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
詳
述
し
な
い
が
、
前
後
の
文
脈
か
ら
し
て
、
内
容
的
に
も
形
式
的
に
も
、
「
莫
作
」
「
奉
行
」
を
そ
の
よ
う
に

位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
論
理
に
か
な
っ
て
い
る
）
。
そ
し
て
、
【
分
断
】
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
語
に
「
見
仏
性
」
「
法
性
三
昧
」
「
仏
知

見
」
が
付
着
し
て
い
た
よ
う
に
、
【
分
断
】
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
語
に
「
莫
作
」
「
奉
行
」
は
縫
い
合
わ
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
【
た

す
き
が
け
】
を
わ
ざ
わ
ざ
立
て
な
く
て
も
、
こ
れ
を
【
分
断
】
の
亜
種
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
に
、
も
う
一
つ
の
【
た
す
き
が
け
】
、
即
ち
、
「
自
浄
其
意
」
の
内
部
で
の
自
由
な
縫
い
合
わ
せ
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
【
シ
ャ

ッ
フ
ル
】
の
亜
種
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
外
観
は
、
い
か
に
も
【
た
す
き
が
け
】
と
い
う
に
ふ
さ
わ

し
い
に
し
て
も
、
内
実
は
、
「
自
」
「
浄
」
「
其
」
「
意
」
の
四
つ
の
語
が
【
シ
ャ
ッ
フ
ル
】
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
二
語
が
自
在

に
選
択
さ
れ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
て
い
る
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

引
用
文
に
お
い
て
、
い
っ
た
い
、
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
。
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
「
施
術
」
と
し
て
の
二
種
の
【
た
す
き
が
け
】

（
内
実
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
【
分
断
】
や
【
シ
ャ
ッ
フ
ル
】
で
あ
る
に
し
て
も
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
言
語
的
構
築
物
（
こ

こ
で
は
、
「
自
浄
其
意
」
）
は
徹
底
的
に
解
体
さ
れ
、
同
時
に
、
そ
こ
に
染
み
つ
い
た
常
套
的
な
意
味
内
容
（
観
念
）
は
徹
底
的
に
脱
色

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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四
、
【
粉
砕
】

一
般
的
に
、
構
造
物
を
崩
す
に
は
ど
う
す
る
か
。
一
つ
は
、
構
造
物
の
部
材
と
部
材
と
の
接
合
部
を
は
ず
し
、
組
み
立
て
を
分
解
し
て

し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
部
材
は
ば
ら
ば
ら
に
な
る
。
も
う
一
つ
は
、
部
材
も
ろ
と
も
構
造
物
を
破
砕
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
部
材
は

こ
な
ご
な
に
な
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
、
言
語
的
構
造
物
を
崩
す
「
施
術
」
（
【
分
断
】
【
シ
ャ
ッ
フ
ル
】
【
た
す
き
が
け
】
）
は
、
そ
の
よ
う
な
二

分
法
か
ら
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
、
前
者
で
あ
ろ
う
。
語
と
語
と
を
接
合
す
る
糊
（
・
）
を
剥
が
し
、
語
は
ば
ら
ば
ら
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、

こ
れ
か
ら
述
べ
る
【
粉
砕
】
は
後
者
で
あ
ろ
う
。
語
は
こ
な
ご
な
に
な
る
。

あ
と
で
、
目
映
い
ば
か
り
の
【
粉
砕
】
の
例
を
あ
げ
る
が
、
慣
れ
る
た
め
に
も
、
手
は
じ
め
に
、
次
の
文
で
あ
る
。

自
己
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
自
々
己
々
み
な
こ
れ
十
方
な
り
。
（
十
方
）
（

34
）

「
自
己
」
は
「
自
」
「
己
」
に
【
分
断
】
さ
れ
、
さ
ら
に
、
「
自
」
「
己
」
は
そ
れ
ぞ
れ
が
細
分
さ
れ
る
。
字
面
を
そ
の
ま
ま
と
る
と
、

「
自
」
が
「
自
々
」
と
二
分
さ
れ
、
「
己
」
が
「
己
々
」
と
二
分
さ
れ
て
い
る
。
「
自
々
己
々
」
の
う
ち
に
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
二
分

で
は
お
さ
ま
り
き
ら
な
い
さ
ら
な
る
細
分
の
意
志
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
表
記
の
制
約
か
ら
、
「
自
々
」
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
は
、
微
塵
に
い
た
る
ま
で
の
無
際
限
な
細
分
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
己
」
に
つ
い
て

も
、
同
様
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、
「
○
々
」
は
、
一
般
的
に
、
「
○
」
の
倍
加
や
増
殖
の
方
向
で
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
こ
は
、

細
分
の
方
向
で
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
）
。
「
施
術
」
と
し
て
の
こ
の
よ
う
な
細
分
を
、
こ
こ
で
は
、
【
粉
砕
】
と
呼
ぶ
。
ち
な
み
に
、
引

用
文
は
、
そ
の
よ
う
な
微
細
に
砕
か
れ
た
「
自
々
己
々
」
が
「
十
方
（
全
世
界
）
」
で
あ
る
と
い
う
。
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さ
て
、
問
題
は
、
次
の
文
で
あ
る
。

光
明
尽
有
人
々
在
な
る
べ
し
、
光
々
自
是
人
々
在
な
り
、
人
々
自
有
人
々
在
な
り
、
光
々
自
有
光
々
在
な
り
、
有
々
尽
有
有

々
在
な
り
、
尽
々
有
々
尽
々
在
な
り
。
（
光
明
）
（

35
）

こ
の
引
用
文
は
い
っ
た
い
何
か
。

口
ず
さ
め
ば
ジ
ン
ジ
ン
と
音
楽
の
よ
う
で
も
あ
り
、
文
面
を
な
ぞ
れ
ば
キ
ラ
キ
ラ
と
星
の
輝
き
の
よ
う
で
も
あ
る
。
意
味
を
追
う
べ
き

な
の
か
、
そ
う
で
は
な
い
の
か
。
意
味
を
追
う
と
し
て
も
ど
こ
ま
で
な
の
か
、
そ
れ
か
ら
さ
き
は
も
う
意
味
を
追
え
な
い
の
か
。
引
用
文

は
、
『
正
法
眼
蔵
』
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
ま
ち
が
い
な
く
、
異
彩
を
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
引
用
文
は
、
道
元
が
あ
る
語
句
に
た
い
し
て
講
釈
し
て
い
る
く
だ
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
国
の
禅
僧
、
雲
門
文
偃
が
、

上
堂
し
て
示
衆
し
た
、
「
人
々
尽
有
光
明
在
（
人
々
光
明
の
在
る
有
り
）
」
と
い
う
語
句
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
水
野
弥
穂
子
は
、
「
人

々
（
め
い
め
い
）
尽
（
こ
と
ご
と
）
く
光
明
を
有
（
も
）
っ
て
い
る
」
（

36
）

と
訳
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
道
元
は
、
例
に
よ
っ
て
、
言
語
的
構
造
物
に
「
施
術
」
を
ほ
ど
こ
し
て
い
く
。
引
用
文
の
「
光
明
尽
有
人
々
在
」
以
下
は
、

雲
門
の
も
と
の
語
句
（
「
人
々
尽
有
光
明
在
」
）
が
、
い
か
に
、
「
施
術
」
に
よ
っ
て
、
変
形
さ
れ
て
い
く
か
、
ま
る
で
「
施
術
」
の
全

過
程
が
工
程
表
と
し
て
図
示
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

丁
寧
に
、
工
程
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
（
「
人
々
尽
有
光
明
在
」
→
「
光
明
尽
有
人
々
在
」
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
人
々
」
と
「
光
明
」
と
が
【
シ
ャ
ッ
フ
ル
】

さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
（
「
光
明
尽
有
人
々
在
」
→
「
光
々
自
是
人
々
在
」
）
で
あ
る
。
「
尽
有
」
か
ら
「
自
是
」
へ
の
変
化
は
措
い
て
お
く
と
し
て
、

こ
こ
で
は
、
「
光
明
」
が
「
光
々
」
に
変
形
し
て
い
る
。
角
張
っ
た
二
字
熟
語
が
、
砕
か
れ
て
い
く
か
の
よ
う
で
あ
る
。
【
粉
砕
】
の
過

程
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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次
に
、
（
「
光
々
自
是
人
々
在
」
→
「
人
々
自
有
人
々
在
」
）
で
あ
る
。
「
自
是
」
か
ら
「
自
有
」
へ
の
変
化
は
措
い
て
お
く
と
し
て
、

「
光
々
」
が
「
人
々
」
に
置
換
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
人
々
自
有
人
々
在
」
と
、
再
帰
的
な
表
記
に
帰
着
し
て
い
く
。
こ
れ
は
、
【
等

質
化
】
と
し
て
、
あ
と
で
、
別
章
が
立
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
（
「
人
々
自
有
人
々
在
」
→
「
光
々
自
有
光
々
在
」
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
再
帰
的
な
表
記
の
「
光
々
」
に
よ
る
変
奏
（
ヴ
ァ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
楽
器
を
取
り
か
え
る
よ
う
に
し
て
、
「
人
々
」
で
や
っ
た
こ
と
を
「
光
々
」
で
も
や
っ
て
み

る
。次

に
、
（
「
光
々
自
有
光
々
在
」
→
「
有
々
尽
有
有
々
在
」
）
で
あ
る
。
「
自
有
」
か
ら
「
尽
有
」
へ
の
変
化
は
措
い
て
お
く
と
し
て
、

こ
れ
を
、
ま
ず
は
、
再
帰
的
な
表
記
の
「
有
々
」
に
よ
る
第
二
変
奏
（
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
人
々
」
で
や

っ
た
こ
と
を
「
光
々
」
で
も
や
り
、
「
有
々
」
で
も
や
っ
て
み
る
。
し
か
し
、
「
有
」
が
七
文
字
中
五
文
字
を
占
め
る
「
有
々
尽
有
有
々

在
」
は
、
お
の
ず
か
ら
、
ま
た
べ
つ
の
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
う
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
追
う

こ
と
は
無
駄
で
あ
ろ
う
。
「
有
々
尽
有
有
々
在
」
は
、
意
味
を
に
な
う
言
語
的
構
造
物
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
音
響
的
な
リ
ズ
ム
で

あ
り
、
造
形
的
な
細
工
（
装
飾
）
で
は
な
い
か
。

最
後
に
、
（
「
有
々
尽
有
有
々
在
」
→
「
尽
々
有
々
尽
々
在
」
）
で
あ
る
。
「
尽
々
有
々
尽
々
在
」
は
、
い
っ
た
い
何
か
。
「
有
々
尽

有
有
々
在
」
に
は
ま
だ
し
も
の
こ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
文
法
的
機
能
も
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
剥
奪
さ
れ
て
い
る
。
品
詞
の
機
能

も
停
止
し
て
い
る
。
い
つ
た
い
、
文
面
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
砕
か
れ
た
微
塵
の
キ
ラ
キ
ラ
と
し
た
輝
き
で
は
な
い
か
。

そ
う
、
た
し
か
に
、
す
べ
て
は
差
別
（
し
ゃ
べ
つ
）
の
な
い
微
塵
に
砕
か
れ
、
ど
れ
も
こ
れ
も
が
、
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
い
て
い
る
。

以
上
が
、
「
施
術
」
の
工
程
で
あ
る
。
総
じ
て
、
引
用
文
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
、
微
塵
へ
の
【
粉
砕
】
（
こ
こ
で
は
、
【
等
質
化
】

も
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
義
語
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
）
の
意
志
で
あ
る
。

い
く
つ
か
の
訳
文
を
見
て
み
よ
う
。

「
光
明
と
は
す
べ
て
人
々
で
あ
る
と
も
い
え
る
し
、
光
明
は
お
の
ず
か
ら
人
々
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
く
、
あ
る
い
は
、
人
々
は
お
の



言葉の「施術」―『正法眼蔵』のもう一つの読み方― 

- 154 - 

ず
か
ら
人
々
で
あ
る
と
も
い
え
る
し
、
光
々
は
お
の
ず
か
ら
光
々
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
く
、
さ
ら
に
は
、
有
々
は
こ
と
ご
と
く
有
々
で

あ
る
と
も
い
え
る
し
、
ま
た
、
尽
々
は
こ
と
ご
と
く
尽
々
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
」
（

37
）

（
増
谷
文
雄
）
。
誠
実
な
訳
文
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
見
て
と
れ
な
い
。

こ
こ
で
、
急
所
に
迫
る
の
は
、
森
本
和
夫
で
あ
る
。
森
本
は
、
引
用
文
を
み
ず
か
ら
読
み
く
だ
し
た
あ
と
、
引
用
文
に
お
い
て
は
、
読

み
く
だ
す
の
で
は
な
く
（
読
み
く
だ
す
と
い
う
こ
と
は
、
文
法
的
な
形
式
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
意
味
を
追
う
こ
と
で
も
あ
る
）
、
む
し

ろ
、
語
と
し
て
の
あ
り
の
ま
ま
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
い
ま
、
と
り
あ
え
ず
以

上
の
よ
う
に
読
み
下
し
て
み
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
読
み
方
に
囚
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い

は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
最
後
の
一
句
た
る
「
尽
尽
有
有
尽
尽
在
な
り
」
（
表
記
は
、
森
本
の
マ
マ
）
を
、
「
尽
尽
有
に
尽
尽
の
在
る
有

り
」
と
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
等
相
に
お
け
る
普
遍
的
存
在
が
差
別
相
に
お
け
る
一
切
の
事
物
・
現
象
を
所
有
し
て
い
る
と
理
解
す
る

と
し
て
も
、
な
お
、
主
語
と
目
的
語
と
い
う
二
元
論
的
図
式
に
よ
る
分
別
的
実
体
化
の
痕
跡
は
拭
い
去
り
難
い
の
で
あ
っ
て
、
や
は
り
、

最
終
的
に
は
、
ま
さ
し
く
「
尽
尽
有
有
尽
尽
在
」
と
い
う
渾
然
た
る
一
語
と
し
て
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
」
（

38
）

と
。

森
本
の
い
う
よ
う
に
、
「
尽
々
有
々
尽
々
在
」
は
、
「
分
別
的
実
体
化
」
の
あ
ら
ゆ
る
強
迫
を
く
ぐ
り
ぬ
け
、
浮
遊
す
る
微
塵
が
キ
ラ

キ
ラ
と
輝
い
て
い
る
さ
ま
を
指
さ
す
そ
の
究
極
の
表
記
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

五
、
【
臨
界
的
列
挙
】

も
う
一
度
、
問
う
。
構
造
物
を
崩
す
に
は
ど
う
す
る
か
。
ほ
か
の
手
法
は
な
い
か
。

「
ほ
め
殺
し
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
Ａ
は
善
人
」
と
い
う
命
題
が
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
命
題
を
め
ぐ
っ
て
、
「
律
儀

者
」
と
ほ
め
た
て
、
「
快
男
子
」
と
ほ
め
そ
や
し
、
「
正
直
者
」
と
ほ
め
は
や
し
、
「
生
き
仏
」
と
ほ
め
ち
ぎ
る
。
ほ
め
言
葉
の
畳
か
け

は
、
逆
に
、
命
題
自
体
を
か
ぎ
り
な
く
浮
薄
に
さ
せ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
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「
ほ
め
殺
し
」
の
よ
う
な
、
逆
手
に
と
る
、
高
等
戦
術
で
な
く
と
も
、
一
般
的
に
、
あ
る
命
題
に
た
い
し
て
、
パ
ロ
り
、
茶
化
し
、
捩

り
、
ボ
ケ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
命
題
は
か
ぎ
り
な
く
グ
ラ
グ
ラ
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
、
お
笑
い
芸
人
の
や
る
手
法

で
あ
る
。
観
客
は
、
ぐ
ら
つ
く
た
び
に
ど
っ
と
笑
う
が
、
同
時
に
、
普
段
は
揺
る
ぎ
な
く
た
た
ず
ま
う
命
題
の
空
疎
さ
を
あ
ざ
笑
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
ほ
め
殺
し
」
に
し
て
も
、
他
の
場
合
に
し
て
も
、
命
題
の
あ
と
に
つ
づ
く
発
話
は
畳
み
か
け
る
よ
う
に
し
て
い
く
と
よ

り
効
果
的
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
手
ず
か
ら
、
ぐ
ら
つ
か
せ
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
、
言
語
的
次
元
だ
け
で
は
な
く
、
身

体
的
次
元
も
か
か
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
テ
ン
ポ
よ
く
一
気
呵
成
に
や
っ
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
こ
と
を
頭
に
い
れ
て
、
次
の
文
を
読
ん
で
み
よ
う
。

す
で
に
四
生
は
き
く
と
こ
ろ
な
り
、
死
は
い
く
ば
く
か
あ
る
。
四
生
に
は
四
死
あ
る
べ
き
か
、
又
、
三
死
二
死
あ
る
べ
き
か
、

又
、
五
死
六
死
、
千
死
万
死
あ
る
べ
き
か
。
（
行
仏
威
儀
）
（

39
）

こ
の
文
は
平
易
で
あ
る
。
と
く
に
解
説
す
る
ま
で
も
な
い
（
「
四
生
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
仏
教
で
い
う
四
つ
の
出
生
方
法
の

こ
と
で
、
胎
生
・
卵
生
・
湿
生
・
化
生
を
い
う
）
。

「
死
は
ど
れ
だ
け
あ
る
の
か
」
と
投
げ
る
。

「
生
に
四
あ
る
な
ら
、
死
に
も
四
あ
る
の
か
」
と
返
す
。

「
三
死
二
死
あ
る
の
か
」
と
転
じ
る
。

「
五
死
六
死
あ
る
の
か
」
と
畳
む
。

「
千
死
万
死
あ
る
の
か
」
と
（
と
ど
め
を
）
刺
す
。

い
っ
た
い
、
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
。
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「
死
」
と
い
う
同
一
性
を
も
っ
た
語
が
、
引
用
文
に
お
い
て
、
こ
れ
で
も
か
こ
れ
で
も
か
と
畳
み
か
け
る
暴
力
の
な
か
で
、
崩
さ
れ
て

い
く
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
一
気
呵
成
の
テ
ン
シ
ョ
ン
は
、
一
つ
の
ク
レ
ッ
シ
ェ
ン
ド
と
な
っ
て
上
昇
カ
ー
ブ
を
え
が
き
、
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
に
達
し
た
と
こ
ろ
で
、
「
千
死
万
死
あ
る
の
か
」
と
と
ど
め
が
刺
さ
れ
る
。
そ
う
、
引
用
文
の
背
後
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
狂
気
と

も
紙
一
重
の
鬼
気
迫
っ
た
身
振
り
で
は
な
い
か
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
剣
豪
の
背
中
に
感
じ
と
ら
れ
る
も
の
と
比
さ
れ
る
べ
き
、
殺
気
の
よ

う
な
も
の
で
は
な
い
か
。
剣
豪
の
立
場
で
い
い
か
え
れ
ば
、
「
四
死
」
と
突
き
、
「
三
死
二
死
」
と
振
り
、
「
五
死
六
死
」
返
し
、
「
千

死
万
死
」
と
切
り
お
ろ
す
。
こ
う
し
て
、
「
死
は
○
○
で
あ
る
」
と
い
う
一
切
の
命
題
が
跡
形
も
な
く
切
り
き
ざ
ま
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
そ
う
し
た
身
振
り
も
「
施
術
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
言
語
的
構
造
物
に
た
い
し
て
の
外
か
ら
の
（
外
科
的
な
）
作
用

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
畳
み
か
け
る
こ
と
を
含
意
さ
せ
て
、
そ
れ
を
【
臨
界
的
列
挙
】
と
呼
ぶ
。

さ
て
、
次
の
文
で
あ
る
。

打
牛
の
法
た
と
ひ
よ
の
つ
ね
に
あ
り
と
も
、
仏
道
の
打
牛
は
さ
ら
に
た
づ
ね
参
学
す
べ
し
。
水
牯
牛
を
打
牛
す
る
か
、
鉄
牛

を
打
牛
す
る
か
、
泥
牛
を
打
牛
す
る
か
。
鞭
打
な
る
べ
き
か
、
尽
界
打
な
る
べ
き
か
、
尽
心
打
な
る
べ
き
か
、
打
迸
髄
な
る
べ

き
か
、
拳
頭
打
な
る
べ
き
か
。
拳
打
拳
あ
る
べ
し
、
牛
打
牛
あ
る
べ
し
。
（
坐
禅
箴
）
（

40
）

畳
か
け
の
回
数
も
増
し
、
手
口
も
込
み
い
る
。

引
用
文
は
、
誤
解
を
お
そ
れ
ず
に
い
え
ば
、
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
し
ら
ず
、
脱
線
し
て
い
く
漫
才
に
も
似
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

ク
ス
ッ
と
笑
っ
て
し
ま
う
。
「
牛
を
打
つ
」
と
い
う
あ
り
き
た
り
の
事
柄
が
、
茶
化
さ
れ
、
徹
底
的
に
、
崩
さ
れ
て
い
く
。

「
牛
を
打
つ
と
い
う
こ
と
は
、
世
間
に
あ
る
と
い
っ
て
も
、
仏
道
に
お
け
る
打
牛
を
さ
ら
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
ま
ず
は
口

上
が
述
べ
ら
れ
た
あ
と
、
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「
水
牛
を
打
つ
の
か
」

「
鉄
牛
を
打
つ
の
か
」

「
泥
牛
を
打
つ
の
か
」

「
鞭
で
打
つ
の
か
」

「
全
世
界
で
打
つ
の
か
」

「
全
心
で
打
つ
の
か
」

「
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
は
げ
し
く
打
つ
の
か
」

「
ゲ
ン
コ
ツ
で
打
つ
の
か
」

「
ゲ
ン
コ
ツ
が
ゲ
ン
コ
ツ
を
打
つ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
」

「
牛
が
牛
を
打
つ
こ
と
も
あ
る
」

と
展
開
し
て
い
く
。

「
牛
を
打
つ
」
と
い
う
言
語
的
構
造
物
に
ま
さ
し
く
激
震
が
は
し
る
。
牛
に
し
て
も
「
水
牛
」
「
鉄
牛
」
「
水
牛
」
と
ふ
ら
つ
か
せ
、

打
つ
に
し
て
も
「
鞭
で
打
つ
の
か
」
「
全
世
界
で
打
つ
の
か
」
「
全
心
で
打
つ
の
か
」
と
よ
ろ
め
か
せ
、
打
つ
程
度
に
し
て
も
「
は
げ
し

く
打
つ
の
か
」
「
ゲ
ン
コ
ツ
で
打
つ
の
か
」
と
ぐ
ら
つ
か
せ
る
。
そ
し
て
、
す
く
な
か
ら
ず
謎
め
い
た
（
あ
と
で
、
【
等
質
化
】
の
と
こ

ろ
で
、
謎
解
き
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
）
、
「
ゲ
ン
コ
ツ
が
ゲ
ン
コ
ツ
を
打
つ
」｢

牛
が
牛
を
打
つ｣

と
い
う
再
帰
的
な
二
句
に
帰
着
し
て

い
く
。
「
牛
を
打
つ
」
と
い
う
言
語
的
構
造
物
は
、
も
は
や
、
堅
固
な
構
造
物
と
し
て
建
っ
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
挙
に
、
畳
み

か
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
、｢

牛
を
打
つ｣

と
い
う
命
題
は
瓦
解
し
て
い
く
。

と
こ
ろ
で
、
引
用
文
は
、
道
元
が
あ
る
文
に
た
い
し
て
講
釈
し
て
い
る
く
だ
り
で
あ
る
。
唐
代
の
南
嶽
懐
譲
の
「
如
人
駕
車
、
車
若
不

行
、
打
車
即
是
、
打
牛
即
是
」
と
い
う
文
で
あ
る
。
訳
し
て
お
く
と
、
「
人
が
車
を
駕
す
る
と
き
、
車
が
進
ま
な
け
れ
ば
、
車
を
打
つ
の

が
い
い
か
、
牛
を
打
つ
の
が
い
い
か
」
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
元
は
、
南
嶽
の
文
の
な
か
の
と
く
に
「
打
牛
」
に
こ
だ
わ
っ
て
（
そ
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れ
を
「
た
た
き
台
」
に
し
て
）
、
あ
れ
や
こ
れ
や
と
畳
み
か
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

道
元
の
身
振
り
は
、
す
で
に
幾
度
も
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
仏
祖
や
先
師
た
ち
の
由
緒
正
し
い
命
題
や
語
句
を
不
動
の
言
語

的
構
造
物
と
し
て
信
奉
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
を
流
動
化
し
、
ば
ら
し
て
い
く
。
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
、
固
定
化
（
実

体
化
）
か
ら
あ
く
こ
と
な
く
逃
走
し
、
砕
か
れ
た
微
塵
に
こ
そ
輝
き
を
見
い
だ
し
て
い
く
。

以
上
の
よ
う
に
、
言
語
的
構
造
物
は
、
「
施
術
」
と
し
て
の
【
臨
界
的
列
挙
】
に
よ
っ
て
、
一
気
呵
成
に
、
崩
さ
れ
て
い
く
。

さ
て
、
こ
の
章
の
最
後
に
、
さ
き
に
「
謎
め
い
た
」
と
し
て
お
い
た
、
「
拳
打
拳
あ
る
べ
し
、
牛
打
牛
あ
る
べ
し
」
に
つ
い
て
、
い
ま

す
こ
し
考
察
を
し
て
お
く
。

水
野
弥
穂
子
は
、
「
拳
打
拳
」
「
牛
打
牛
」
に
、
「
拳
頭
は
拳
頭
だ
け
の
真
実
で
打
つ
こ
と
」
「
牛
は
牛
だ
け
の
真
実
で
打
つ
こ
と
」

（

41
）

と
注
記
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
再
帰
的
な
表
記
を
、
な
に
か
「
真
実
」
の
境
位
を
示
す
も
の
と
し
て
、
捉
え
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

森
本
和
夫
は
、
お
な
じ
箇
所
を
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。
「
け
れ
ど
も
、
「
拳
で
打
つ
」
と
い
う
時
に
は
、
打
つ
も
の
と
打
た
れ

る
も
の
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
も
の
と
し
て
実
体
的
に
設
定
さ
れ
る
嫌
い
無
し
と
は
し
な
い
。
そ
こ
で
、
さ
ら
に
、
「
拳
打
拳
あ
る
べ

し
、
牛
打
牛
あ
る
べ
し
」
と
付
け
加
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
拳
が
拳
を
打
つ
の
で
あ
り
、
牛
が
牛
を
打
つ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
〝
そ

の
も
の
〟
が
〝
そ
の
も
の
〟
を
打
つ
の
だ
。
ま
さ
し
く
、
主
体
と
客
体
と
の
二
元
論
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
、
打
つ
も
の
と
打
た
れ
る

も
の
と
は
一
つ
で
あ
っ
て
、
打
つ
時
は
、
総
て
拳
ば
か
り
で
、
そ
れ
以
外
の
何
物
も
無
い
の
だ
」
（

42
）

と
。
森
本
は
、
「
拳
打
拳
」
「
牛
打

牛
」
の
再
帰
的
な
表
記
に
、
ど
う
や
ら
、
「
主
客
の
融
合
」
の
境
位
を
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
打
つ
と
き
は
、
「
打
つ
も
の
と
打
た
れ

る
も
の
と
は
一
つ
」
で
、
拳
と
い
う
な
ら
拳
だ
け
、
牛
と
い
う
な
ら
牛
だ
け
と
い
う
。

は
た
し
て
、
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
施
術
」
の
着
地
点
を
、
そ
の
よ
う
な
「
真
実
」
や
「
主
客
の
融
合
」
に
落
ち
着
か
せ
て

も
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
と
の
章
で
そ
の
こ
と
を
ま
た
取
り
あ
げ
た
い
。
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六
、
【
反
転
】

『
正
法
眼
蔵
』
を
読
ん
で
い
る
と
、
し
ば
し
ば
、
寄
せ
て
は
返
す
波
か
、
コ
イ
ン
の
表
と
裏
か
、
肯
定
と
否
定
と
が
、
あ
る
折
り
目
か

ら
ひ
る
が
え
る
よ
う
に
し
て
、
対
照
的
に
書
き
並
べ
ら
れ
る
文
に
出
会
う
。

た
と
え
ば
、
否
定
か
ら
肯
定
へ
と
ひ
る
が
え
る
、
次
の
文
で
あ
る
。

生
死
去
来
に
あ
ら
ざ
る
ゆ
ゑ
に
生
死
去
来
な
り
。
（
一
顆
明
珠
）
（

43
）

こ
れ
を
ど
う
捉
え
れ
ば
い
い
の
か
。

「
生
死
去
来
で
は
な
い
か
ら
、
生
死
去
来
で
あ
る
」
。
い
っ
た
い
ど
っ
ち
な
の
か
。
生
死
去
来
な
の
か
そ
う
で
は
な
い
の
か
。
「
Ａ
で

あ
る
と
同
時
に
、
非
Ａ
で
あ
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
論
理
学
の
基
本
原
理
で
あ
る
矛
盾
律
を
お
か
し
て
し

ま
い
か
ね
な
い
こ
の
表
現
を
ど
う
捉
え
れ
ば
い
い
の
か
。

も
う
一
つ
、
次
の
文
で
あ
る
。

や
ま
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
、
山
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
な
り
。
（
山
水
経
）
（

44
）

い
っ
た
い
ど
っ
ち
な
の
か
。
や
ま
な
の
か
や
ま
で
な
い
の
か
。

矛
盾
律
に
抵
触
し
か
ね
な
い
表
現
に
も
う
つ
い
て
い
け
な
い
、
論
理
矛
盾
も
は
な
は
だ
し
い
、
そ
う
い
っ
て
、
即
座
に
、
う
っ
ち
ゃ
っ

て
し
ま
う
人
も
き
っ
と
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

注
釈
書
や
そ
の
他
の
参
考
に
な
る
図
書
な
ど
を
読
ん
で
い
る
と
、
ど
う
も
、
二
つ
の
有
力
な
立
場
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
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一
つ
は
、
矛
盾
（
卑
近
な
表
現
を
す
れ
ば
、
「
清
濁
あ
わ
せ
呑
む
」
と
い
う
こ
と
）
に
こ
そ
言
表
以
前
の
「
真
理
」
が
あ
る
と
す
る
立

場
。
つ
ま
り
、
肯
定
と
も
否
定
と
も
分
節
し
え
な
い
言
語
以
前
の
矛
盾
的
次
元
を
「
真
理
」
と
し
て
提
唱
す
る
立
場
で
あ
る
。

上
田
閑
照
は
、
『
禅
仏
教
─
根
源
的
人
間
─
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
「
文
」
を
な
す
禅
の
言
葉
で
目
立
ち
従
っ

て
ま
た
よ
く
注
目
さ
れ
る
特
徴
的
な
構
文
と
し
て
ま
ず
（
ａ
）
「
山
は
是
れ
山
」
（
ｂ
）
「
山
は
山
に
非
ず
」
の
二
つ
の
型
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
（
ａ
）
は
同
一
律
の
実
習
の
ご
と
く
、
（
ｂ
）
は
そ
れ
に
矛
盾
し
て
矛
盾
律
の
廃
棄
の
ご
と
く
見
え
る
が
、
禅

で
は
両
者
は
実
は
同
じ
一
つ
の
事
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
そ
の
一
つ
の
事
と
一
に
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
順
逆
自
由
に
両
重
の
言
表
に
出
た

も
の
で
あ
る
」
（

45
）

と
。

上
田
の
述
べ
て
い
る
こ
と
を
、
言
葉
を
足
し
て
、
再
説
す
れ
ば
、
「
禅
の
言
葉
」
に
は
、
「
山
は
是
れ
山
」
と
い
う
よ
う
に
、
あ
る
意

味
、
素
っ
気
な
い
肯
定
の
言
葉
が
あ
る
か
と
思
え
ば
（
「
日
々
是
好
日
」
な
ど
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
）
、
「
山
は
山
に
非

ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
ま
ず
は
否
定
の
言
辞
で
身
構
え
る
言
葉
が
あ
る
（
「
無
心
」
「
無
住
」
な
ど
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
）
。

上
田
に
よ
れ
ば
、
し
か
し
な
が
ら
、
ど
ち
ら
も
「
同
じ
一
つ
の
事
」
の
二
方
向
の
言
表
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
相
容
れ
な

い
で
あ
ろ
う
両
者
の
外
表
的
な
懸
隔
も
、
そ
れ
ら
が
そ
こ
か
ら
分
岐
し
た
「
同
じ
一
つ
の
事
」
に
立
ち
も
ど
つ
て
し
ま
え
ば
、
形
式
を
こ

え
て
、
溶
解
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
や
ま
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
、
山
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
な
り
」
と
い
う
文

に
お
い
て
、
肯
定
と
否
定
と
が
文
字
ど
お
り
鉢
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
あ
く
ま
で
も
、
「
同
じ
一
つ
の
事
」
の
二
契
機
で
あ

っ
て
、
形
式
的
な
論
理
矛
盾
の
問
題
で
は
か
な
ら
ず
し
も
な
い
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
つ
は
、
「
や
ま
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
、
山
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
な
り
」
に
お
い
て
、
「
や
ま
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
」

の
「
や
ま
」
と
、
「
山
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
な
り
」
の
「
山
」
と
は
、
位
相
を
異
に
す
る
「
や
ま
（
山
）
」
と
す
る
立
場
で
あ
る
（
ち
な
み

に
、
そ
れ
が
定
説
で
あ
る
か
の
ご
と
く
、
ほ
と
ん
ど
の
訳
者
や
注
釈
者
が
こ
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
）
。

て
っ
と
り
ば
や
い
の
で
、
い
く
つ
か
の
訳
を
見
て
み
よ
う
。
「
凡
情
の
み
る
と
こ
ろ
の
山
を
「
こ
れ
山
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
仏
祖
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が
み
る
と
こ
ろ
の
山
を
「
こ
れ
山
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
」
（

46
）

（
増
谷
文
雄
）
。
「
山
は
、
凡
眼
の
見
た
と
お
り
の
山
と
い
う
の
で
は
な

い
。
慧
眼
の
見
た
と
お
り
の
山
と
い
う
の
で
あ
る
」
（

47
）

（
玉
城
康
四
郎
）
。
前
者
を
「
凡
情
」
「
凡
眼
」
の
見
る
山
で
、
後
者
を
「
仏

祖
」
「
慧
眼
」
の
見
る
山
と
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
「
凡
夫
の
見
る
山
は
山
で
は
な
く
、
悟
っ
た
も
の
の
見
る
山
こ
そ
が
山
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

い
く
つ
か
の
注
釈
も
見
て
み
よ
う
。
「
「
山
是
山
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
」
と
は
、
汝
等
未
到
底
の
山
是
山
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
「
山

是
山
と
い
ふ
な
り
」
は
、
仏
祖
の
体
得
な
さ
れ
、
体
忘
な
さ
れ
た
山
是
山
だ
と
い
う
こ
と
だ
」
（

48
）

（
安
谷
白
雲
）
。
「
山
は
た
だ
山
で
あ

る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
解
脱
者
の
見
た
山
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（

49
）

（
中
村
宗
一
）
。
「
（
山
是
山
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
）
す
な

わ
ち
凡
夫
の
み
る
山
是
山
と
い
う
の
で
は
な
い
。
（
中
略
）
。
妄
想
の
段
階
の
こ
と
で
は
な
い
。
（
山
是
山
と
い
ふ
な
り
）
お
悟
り
を
切

り
抜
け
た
後
に
言
わ
れ
た
山
是
山
な
の
だ
」
（

50
）

（
岸
澤
惟
安
）
。
前
者
は
「
妄
想
の
段
階
」
、
後
者
は
「
解
脱
者
」
「
お
悟
り
を
切
り
抜

け
た
後
」
と
表
現
は
さ
ら
に
多
様
に
な
る
が
、
二
つ
の
位
相
を
と
る
解
釈
の
構
造
は
さ
き
の
訳
者
た
ち
の
場
合
と
ま
っ
た
く
一
致
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
「
凡
夫
の
見
る
山
は
山
で
は
な
く
、
悟
っ
た
も
の
の
見
る
山
こ
そ
が
山
で
あ
る
」
。

さ
て
、
「
凡
夫
」
の
見
る
山
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
言
葉
に
よ
っ
て
枠
づ
け
ら
れ
た
「
山
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「
凡
夫
」
は
、
そ

う
し
た
「
山
」
を
恒
常
不
変
の
実
体
と
思
い
こ
み
、
「
山
」
に
囚
わ
れ
、
「
山
」
に
迷
う
。
よ
も
や
、
山
が
変
幻
自
在
に
動
く
（
た
と
え

ば
、
雲
門
文
偃
の
「
東
山
水
上
行
」
（

51
）

）
こ
と
は
な
く
、
ま
し
て
、
山
が
驚
異
で
あ
る
こ
と
は
な
い
。

ま
た
、
「
凡
夫
」
の
見
る
山
は
、
差
別
（
し
ゃ
べ
つ
）
に
お
け
る
「
山
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
「
山
」
は
「
山
」
と
い
う
本
質
（
仏

教
的
に
は
「
自
性
」
）
を
も
つ
も
の
と
し
て
「
山
」
で
あ
り
、
同
様
に
、
「
川
」
は
「
川
」
と
い
う
本
質
（
「
自
性
」
）
を
も
つ
も
の
と

し
て
「
川
」
で
あ
る
。
「
山
」
と
「
川
」
と
は
、
し
た
が
っ
て
、
異
な
る
本
質
（
「
自
性
」
）
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
た
が
い
に
区
別
さ

れ
、
差
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
山
」
と
「
川
」
と
が
関
係
を
も
つ
に
し
て
も
、
た
と
え
ば
「
山
の
な
か
を
川
が
流
れ
る
」
と
い
う
よ
う

な
言
語
的
（
人
為
的
）
構
造
物
の
な
か
で
は
じ
め
て
、
既
定
の
関
係
性
が
保
持
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
山
」
も
「
川
」

も
融
通
無
碍
に
戯
れ
る
こ
と
は
な
い
。
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以
上
が
、
二
つ
の
有
力
な
立
場
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
第
三
の
立
場
を
提
唱
す
る
。
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
本
稿
の
一
貫
し
た
主
旨
に
の
っ
と
っ
て
、
引
用
文
を
「
施
術
」

と
し
て
理
解
す
る
立
場
で
あ
る
。
た
だ
し
、
既
述
の
立
場
を
か
な
ら
ず
し
も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
提
唱
は
、
し
た
が
っ

て
、
引
用
文
を
「
施
術
」
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
む
し
ろ
、
提
案
に
近
い
。

ふ
た
た
び
、
問
い
の
原
点
か
ら
出
発
し
よ
う
。
言
語
的
構
造
物
を
崩
す
に
は
ど
う
す
る
か
。

こ
こ
で
は
、
【
反
転
】
で
あ
る
。

【
反
転
】
と
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
ポ
ジ
と
し
て
の
構
造
物
を
【
反
転
】
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
、
ネ
ガ
と
し
て
の
構
造
物
に
一
旦
作
り

か
え
る
手
わ
ざ
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
織
物
の
技
法
に
た
と
え
て
い
う
こ
と
を
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
一
様
な
表
地
（
ポ
ジ
）
の

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
裏
地
（
ネ
ガ
）
を
見
せ
る
よ
う
に
織
る
手
わ
ざ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
良
寛
の
辞
世
の
句
と
さ
れ
る
、
「
う
ら
を

み
せ

お
も
て
を
見
せ
て

ち
る
も
み
じ
」
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
構
造
物
は
、
ひ
ね
り
を
く
わ
え
ら
れ
る
よ
う
に
【
反
転
】

さ
せ
ら
れ
、
ネ
ガ
の
側
面
を
も
露
呈
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ポ
ジ
と
し
て
の
堅
牢
さ
が
崩
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
、
「
や

ま
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
、
山
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
な
り
」
の
文
に
、
読
み
と
る
べ
き
は
、
な
に
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
、
ポ
ジ
か
ら

ネ
ガ
へ
の
（
あ
る
い
は
、
ネ
ガ
か
ら
ポ
ジ
へ
の
）
ひ
る
が
え
り
（
【
反
転
】
）
の
身
体
的
な
律
動
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

い
っ
た
い
、
道
元
の
口
吻
は
、
引
用
文
に
お
い
て
、
い
か
に
も
軽
快
で
は
な
い
か
。
さ
ら
っ
と
い
い
の
け
て
い
る
。
既
述
の
二
つ
の
立

場
で
あ
れ
ば
、
深
遠
な
思
考
の
展
開
を
背
負
っ
て
よ
う
や
く
吐
き
だ
さ
れ
た
屈
折
し
た
重
た
い
言
葉
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
よ
う
な
風
情
を
そ
こ
に
見
い
だ
す
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
ス
ム
ー
ス
で
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
引
用
文
を
、

本
稿
を
通
底
す
る
主
旨
に
の
っ
と
っ
て
、
外
科
的
な
「
施
術
」
と
し
て
理
解
す
る
。

さ
て
、
肯
定
と
否
定
と
を
対
照
的
に
書
き
並
べ
る
文
は
、
「
や
ま
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
、
山
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
な
り
」
の
場
合

の
よ
う
に
、
あ
る
折
り
目
か
ら
ひ
る
が
え
る
よ
う
に
し
て
、
動
態
的
に
、
書
き
並
べ
ら
れ
る
場
合
の
ほ
か
に
、
も
う
一
つ
の
場
合
が
あ
る
。

肯
定
の
な
か
に
否
定
が
静
態
的
に
嵌
め
こ
ま
れ
る
と
で
も
い
え
ば
い
い
の
か
。
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た
と
え
ば
、
肯
定
と
否
定
と
が
入
り
組
ん
で
い
る
、
次
の
文
で
あ
る
。

仏
道
に
は
有
人
の
説
心
説
性
あ
り
、
無
人
の
説
心
説
性
あ
り
。
有
人
の
不
説
心
不
説
性
あ
り
、
無
人
の
不
説
心
不
説
性
あ
り
。

（
説
心
説
性
）
（

52
）

こ
れ
を
読
む
（
眺
め
る
と
い
っ
た
ほ
う
が
い
い
か
）
と
、
あ
る
織
物
を
連
想
し
て
し
ま
う
。
孔
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
あ
い
て
い
て
、
裏
地

が
の
ぞ
い
て
い
る
織
物
で
あ
る
。
裏
地
も
二
種
類
。
す
な
わ
ち
、
「
有
人
」
に
た
い
す
る
そ
の
ネ
ガ
（
裏
地
）
と
し
て
の
「
無
人
」
、
「
説

心
説
性
」
に
た
い
す
る
そ
の
ネ
ガ
（
裏
地
）
と
し
て
の
「
不
説
心
不
説
性
」
で
あ
る
。

道
元
の
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
し
た
が
っ
て
、
二
種
類
の
表
地
と
二
種
類
の
裏
地
で
織
ら
れ
た
織
物
（
ち
な
み
に
、
テ
キ
ス
ト
の
語
源
、

ラ
テ
ン
語
の
テ
キ
ス
ト
ゥ
ス
は
、
「
織
ら
れ
た
も
の
」
を
意
味
す
る
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
裏
地
と
表
地
の
組
み
合
わ
せ
は

二
×
二
の
四
通
り
、
そ
れ
ら
が
順
々
に
織
り
（
書
き
）
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
裏
地
（
ネ
ガ
）
が
織
り
こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
織
物
（
テ
キ
ス
ト
）
は
、
当
然
、
陰
翳
の
あ
る
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
均

質
で
平
板
な
も
の
で
は
も
は
や
な
い
。
そ
こ
か
ら
は
、
同
一
性
を
打
ち
破
る
ノ
イ
ズ
さ
え
聞
こ
え
て
こ
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ポ
ジ

テ
ィ
ヴ
な
構
造
物
は
、
オ
セ
ロ
ゲ
ー
ム
の
盤
上
の
石
の
よ
う
に
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
【
反
転
】
さ
せ
ら
れ
て
い
て
、
ネ
ガ
の
側
面
を
も
露
呈

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ポ
ジ
と
し
て
の
堅
牢
さ
が
崩
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

道
元
の
テ
キ
ス
ト
は
、
た
ん
に
意
味
を
伝
達
す
る
た
め
の
記
号
の
集
ま
り
で
は
な
い
。
時
折
、
そ
れ
自
身
、
彫
琢
さ
れ
た
工
芸
細
工
で

あ
る
。

以
上
、
動
態
的
に
し
て
も
静
態
的
に
し
て
も
、
『
正
法
眼
蔵
』
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
、
肯
定
と
否
定
と
が
対
照
的
に
書
き
並
べ
ら
れ

る
文
に
出
会
う
。
動
態
的
と
静
態
的
と
は
、
形
式
の
ち
が
い
で
あ
っ
て
、
た
が
い
に
置
換
可
能
で
あ
ろ
う
。
「
や
ま
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
に

あ
ら
ず
、
山
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
な
り
」
の
葉
っ
ぱ
が
ひ
る
が
え
る
よ
う
な
文
も
、
仮
に
「
山
不
是
山
、
山
是
山
」
と
す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
、
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裏
地
（
不
是
）
と
表
地
（
是
）
と
の
カ
ー
ペ
ッ
ト
に
様
が
わ
り
し
て
し
ま
う
。

さ
て
、
こ
の
章
の
最
後
に
、
ネ
ガ
（
否
定
）
に
つ
い
て
、
い
ま
一
度
、
確
認
し
て
お
く
。
ネ
ガ
は
、
こ
こ
で
は
、
ま
っ
た
く
の
否
定
で

は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
「
ノ
ー
（n

o

）
」
で
も
「
ノ
ン
（n

o
n

）
」
で
も
な
い
。
な
に
も
無
い
の
で
は
な
い
。
「
神
は
無
か
ら
創
造
し

た
」
と
い
う
場
合
の
無
（n

i
h
i
l

）
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
「
あ
る
」
も
「
な
い
」
も
、
そ
の
つ
ど
そ
の
つ
ど
の
も
の
の
あ
り
か
た
で
あ
る
。

道
元
の
言
葉
、
「
松
も
時
な
り
、
竹
も
時
な
り
」
に
な
ら
っ
て
い
え
ば
、
「
あ
る
も
時
な
り
、
な
い
も
時
な
り
」
で
あ
る
。
表
の
と
き
も

あ
れ
ば
、
裏
の
と
き
も
あ
る
。
ネ
ガ
は
、
な
に
も
無
い
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
「
透
か
し
」
や
「
陰
（
か
げ
）
」
で
あ
る
。

七
、
【
等
質
化
】

さ
て
、
「
施
術
」
の
最
後
は
、
【
等
質
化
】
で
あ
る
。

す
で
に
、
こ
れ
ま
で
の
引
用
文
な
か
で
、
ち
ょ
く
ち
ょ
く
、
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
我
逢
人
な
り
、
人
逢
人
な
り
、

我
逢
我
な
り
、
出
逢
出
な
り
」
の
「
人
逢
人
」
「
我
逢
我
」
「
出
逢
出
」
。
「
意
は
意
を
さ
へ
、
意
を
み
る
。
句
は
句
を
さ
へ
、
句
を
み

る
。
礙
は
礙
を
さ
へ
、
礙
を
み
る
。
礙
は
礙
を
礙
す
る
な
り
」
の
「
礙
は
礙
を
礙
す
る
」
と
い
う
「
と
ど
め
」
に
着
地
し
て
い
く
全
体
に

わ
た
る
再
帰
的
な
表
記
。
そ
し
て
、
「
打
牛
の
法
た
と
ひ
よ
の
つ
ね
に
あ
り
と
も
、
仏
道
の
打
牛
は
さ
ら
に
た
づ
ね
参
学
す
べ
し
。
水
牯

牛
を
打
牛
す
る
か
、
鉄
牛
を
打
牛
す
る
か
、
泥
牛
を
打
牛
す
る
か
。
鞭
打
な
る
べ
き
か
、
尽
界
打
な
る
べ
き
か
、
尽
心
打
な
る
べ
き
か
、

打
迸
髄
な
る
べ
き
か
、
拳
頭
打
な
る
べ
き
か
。
拳
打
拳
あ
る
べ
し
、
牛
打
牛
あ
る
べ
し
」
の
「
結
び
」
を
占
め
る
「
拳
打
拳
」
「
牛
打
牛
」
。

【
等
質
化
】
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
主
語
や
述
語
や
目
的
語
と
い
う
文
の
成
分
の
区
別
は
も
と
よ
り
、
名
詞
や
動
詞
な
ど
の

品
詞
の
区
別
を
も
無
効
に
し
、
語
を
〈
お
な
じ
も
の
〉
の
水
準
へ
と
ひ
た
す
ら
均
し
て
い
く
「
施
術
」
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ

の
「
施
術
」
の
典
型
的
な
〈
痕
〉
と
も
い
え
る
、
「
礙
は
礙
を
礙
す
る
」
に
お
い
て
は
、
主
語
も
述
語
も
目
的
語
も
（
ま
た
名
詞
も
動
詞

も
）
〈
お
な
じ
も
の
〉
の
水
準
へ
と
均
さ
れ
て
い
く
。
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と
こ
ろ
で
、
ど
の
よ
う
な
手
法
で
あ
れ
、
「
施
術
」
の
あ
る
と
こ
ろ
、
潜
在
的
に
、
【
等
質
化
】
の
力
学
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
言
葉

を
か
え
て
い
え
ば
、
す
べ
て
の
「
施
術
」
は
【
等
質
化
】
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
「
施
術
」
と
は
、
言
語
的
構
造
物
を
崩
し
、
そ
こ
に
巣
く
う
既
定
の
意
味
内
容
（
固
定
観
念
）
を
脱
臼
さ
せ
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
建
築
的
構
造
物
に
た
と
え
れ
ば
、
部
材
を
は
ず
し
、
ば
ら
ば
ら
に
す
る
。
あ
る
い
は
、
部
材
も
ろ
と
も
、
建
造
物
を
こ
な
ご
な

に
す
る
。
そ
し
て
、
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
部
材
は
、
も
は
や
、
「
柱
」
で
も
「
梁
」
で
も
な
く
、
似
た
り
寄
っ
た
り
の
材
料

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
こ
な
ご
な
に
な
っ
た
部
材
は
、
見
分
け
が
つ
か
な
い
ほ
ど
に
よ
く
似
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、
「
施

術
」
に
よ
っ
て
、
語
と
い
う
語
は
、
主
語
や
述
語
や
目
的
語
な
ど
の
文
の
成
分
と
し
て
の
機
能
を
（
ま
た
品
詞
と
し
て
の
機
能
を
）
失
効

し
、
〈
お
な
じ
も
の
〉
の
水
準
へ
と
か
ぎ
り
な
く
均
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
、
「
礙
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
、
本
来
、
「
さ
え
ぎ
る
」
と
い
う
意
味
の
「
礙
す
る
」
と
い
う
術
語
（
ま
た
動
詞
）
で
あ
っ

た
に
し
て
も
、
「
施
術
」
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
「
礙
は
礙
を
礙
す
る
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
に
は
、
そ
れ
は
、
も
は
や
、
術
語
で
も
主

語
で
も
目
的
語
で
も
（
ま
た
動
詞
で
も
名
詞
で
も
）
な
く
、
さ
し
あ
た
り
、
〈
お
な
じ
も
の
〉
と
い
っ
て
お
く
し
か
な
い
な
に
も
の
か
で

あ
る
。

そ
し
て
、
建
築
的
構
造
物
の
部
材
が
、
「
柱
」
で
も
「
梁
」
で
も
な
か
っ
た
よ
う
に
、
「
礙
」
は
、
「
礙
」
を
名
の
っ
て
は
い
る
も
の

の
、
も
は
や
、
「
礙
」
の
固
有
な
（
固
定
的
な
）
意
味
は
剥
奪
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
礙
は
礙
を
礙
す
る
」
が
、
「
山

は
山
を
山
す
る
」
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
「
人
は
人
を
人
す
る
」
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
原
理
的
に
は
、
い
っ
こ
う
に
か
ま
わ
な
い
（
も

ち
ろ
ん
、
こ
の
章
の
冒
頭
に
あ
げ
た
、
す
べ
て
の
再
帰
的
な
表
記
で
も
い
っ
こ
う
に
か
ま
わ
な
い
）
。

さ
て
、
本
稿
の
最
終
章
の
最
後
に
、
残
さ
れ
た
大
き
な
問
題
に
つ
い
て
、
一
通
り
の
考
察
を
し
て
お
き
た
い
。

「
施
術
」
の
遂
行
と
と
も
に
あ
ら
わ
に
な
る
、
こ
の
〈
お
な
じ
も
の
〉
と
は
い
っ
た
い
何
か
。
何
か
な
の
か
、
何
で
も
な
い
の
か
。

よ
う
す
る
に
、
道
元
の
「
施
術
」
は
、
も
っ
ぱ
ら
言
語
的
構
造
物
を
崩
す
作
業
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、
た
ん
な
る
破
壊
な
の
で
あ
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ろ
う
か
。
そ
し
て
、
〈
お
な
じ
も
の
〉
は
、
破
壊
さ
れ
た
あ
と
の
判
別
不
能
の
残
骸
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
道
元
は
、
作

業
と
同
時
に
、
言
語
に
よ
っ
て
は
枠
づ
け
ら
れ
な
い
な
ん
ら
か
の
べ
つ
の
境
位
（
次
元
）
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま

り
、
「
施
術
」
後
に
、
「
〈
お
な
じ
も
の
〉
の
世
界
」
と
で
も
い
え
る
世
界
を
あ
ぶ
り
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

賴
住
は
、
さ
き
に
、
そ
れ
（
「
解
体
」
）
に
よ
っ
て
、
「
世
界
の
真
相
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
」
と
述
べ
、
南
は
、
「
縁
起
の
次
元
」

云
々
と
述
べ
て
い
た
。
で
は
、
い
ま
仮
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
〈
お
な
じ
も
の
〉
の
世
界
」
と
は
、
そ
れ
ら
と
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
さ
ら
に
、
「
〈
お
な
じ
も
の
〉
の
世
界
」
は
、
「
世
界
の
真
相
」
で
あ
り
、
「
縁
起
の
次
元
」
云
々
と
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
は
た
ま
た
、
「
〈
お
な
じ
も
の
〉
の
世
界
」
は
、
そ
れ
ら
と
関
係
し
つ
つ
も
、
道
元
固
有
の
な
ん
ら
か
の
世
界
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
の
主
題
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
い
ま
す
こ
し
考
え
て
み
た
い
。

と
ま
れ
、
次
の
文
を
読
ん
で
み
よ
う
。
【
等
質
化
】
の
文
で
あ
る
。

か
の
琴
詩
酒
は
、
人
を
と
も
と
し
、
天
を
と
も
と
し
、
神
を
と
も
と
す
。
人
は
琴
詩
酒
を
と
も
と
す
。
琴
詩
酒
は
琴
詩
酒
を

と
も
と
し
、
人
は
人
を
と
も
と
し
、
天
は
天
を
と
も
と
し
、
神
は
神
を
と
も
と
す
る
こ
と
わ
り
あ
り
。
こ
れ
同
事
の
習
学
な
り
。

（
菩
提
薩
埵
四
摂
法
）
（

53
）

引
用
文
は
、
有
名
な
白
居
易
の
「
北
窗
三
友
詩
」
に
ち
な
ん
で
、
道
元
が
講
釈
し
て
い
る
く
だ
り
で
あ
る
。
当
該
の
詩
は
、
お
お
よ
そ
、

「
三
友
と
は
だ
れ
の
こ
と
か
（
琴
と
詩
と
酒
で
あ
る
）
。
琴
が
お
わ
れ
ば
酒
を
挙
げ
、
酒
が
お
わ
れ
ば
詩
を
吟
じ
る
。
三
友
は
互
い
に
ひ

き
あ
い
、
循
環
し
て
や
む
こ
と
が
な
い
」
と
な
る
が
、
こ
の
道
元
の
く
だ
り
に
お
い
て
、
前
半
（
「
琴
詩
酒
は
、
人
を
と
も
と
し
、
天
を

と
も
と
し
、
神
を
と
も
と
す
」
）
は
、
主
語
（
主
体
）
と
目
的
語
（
客
体
）
と
の
二
者
の
対
置
の
構
造
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
後
半
（
「
琴

詩
酒
は
琴
詩
酒
を
と
も
と
し
、
人
は
人
を
と
も
と
し
、
天
は
天
を
と
も
と
し
、
神
は
神
を
と
も
と
す
る
」
）
は
、
再
帰
的
な
表
記
が
連
発
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さ
れ
、
〈
お
な
じ
も
の
〉
の
次
元
へ
と
雪
崩
れ
こ
ん
で
い
く
。

き
っ
と
、
こ
の
く
だ
り
の
容
易
な
説
明
は
こ
う
で
あ
ろ
う
。
遊
興
の
時
空
に
お
い
て
は
、
し
だ
い
に
、
主
客
の
区
別
は
な
く
な
り
、
自

他
の
区
別
は
な
く
な
り
、
人
も
天
も
神
も
す
べ
て
が
、
等
質
的
な
も
の
（
〈
お
な
じ
も
の
〉
）
へ
と
融
合
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、
文
中
に

あ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
は
「
同
事
」
の
こ
と
と
な
っ
て
い
く
。
道
元
は
、
引
用
文
の
直
前
に
、
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。
「
同
事
を
し
る
と

き
、
自
他
一
如
な
り
」
（

54
）

。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
「
同
事
」
と
は
、
「
自
他
一
如
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
遊
興
の
時
空
に
お
い
て
は
、
自
も

他
も
な
く
、
主
も
客
も
な
く
、
一
つ
に
融
け
合
っ
て
い
く
と
。

そ
し
て
、
こ
の
解
釈
に
し
た
が
え
ば
、
こ
こ
で
い
う
「
〈
お
な
じ
も
の
〉
の
世
界
」
と
は
、
「
主
客
の
融
合
」
の
世
界
の
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

は
た
し
て
、
そ
れ
で
い
い
の
か
。
道
元
の
行
く
先
を
、
「
主
客
の
融
合
」
の
あ
ま
り
に
も
観
照
的
な
「
境
域
」
に
決
め
つ
け
て
い
い
の

か
。さ

て
、
い
よ
い
よ
、
【
等
質
化
】
の
極
め
つ
け
と
も
い
う
べ
き
文
に
つ
い
て
、
吟
味
す
る
と
き
が
き
た
。

も
ち
ろ
ん
、
次
の
文
で
あ
る
。

意
は
意
を
さ
へ
、
意
を
み
る
。
句
は
句
を
さ
へ
、
句
を
み
る
。
礙
は
礙
を
さ
へ
、
礙
を
み
る
。
礙
は
礙
を
礙
す
る
な
り
、
こ

れ
時
な
り
。
（
有
時
）
。
（

55
）

引
用
文
は
、
臨
済
の
法
孫
葉
県
帰
省
禅
師
の
言
葉
に
つ
い
て
、
道
元
が
講
釈
し
て
い
る
く
だ
り
で
あ
る
が
、
煩
雑
を
さ
け
る
た
め
に
、

こ
こ
で
は
、
「
意
」
や
「
句
」
の
由
来
に
つ
い
て
は
省
略
し
（
そ
う
し
て
も
、
こ
こ
で
の
論
旨
に
影
響
す
る
こ
と
は
な
い
）
、
そ
れ
ら
の

語
を
た
だ
一
般
名
詞
と
し
て
あ
つ
か
う
。
ま
た
、
「
さ
へ
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
さ
ふ
」
の
連
用
形
で
、
「
さ
ふ
」
は
「
障
ふ
」
、

つ
ま
り
、
「
さ
え
ぎ
る
」
で
あ
る
（
ち
な
み
に
、
道
元
の
べ
つ
の
言
葉
で
い
え
ば
、
「
罣
礙
」
で
あ
る
）
。
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ま
ず
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
「
意
は
意
を
さ
ふ
」
「
句
は
句
を
さ
ふ
」
と
、
「
さ
ふ
」
と
い
う
動
詞
が
そ
こ
に
あ
る

か
ら
と
い
っ
て
、
無
駄
に
混
線
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
意
は
意
を
さ
ふ
」
「
句
は
句
を
さ
ふ
」
は
、
あ
く
ま
で
も
、
「
人
は
人
を
と
も

と
す
」
「
琴
詩
酒
は
琴
詩
酒
を
と
も
と
す
」
（
ま
た
、
さ
き
の
「
人
逢
人
」
「
我
逢
我
」
「
拳
打
拳
」
「
牛
打
牛
」
）
と
お
な
じ
よ
う
に
、

「
施
術
」
と
し
て
の
【
等
質
化
】
の
再
帰
的
な
表
記
に
ほ
か
な
ら
ず
、
訳
す
と
す
れ
ば
、
「
意
は
意
を
さ
え
ぎ
る
」
「
句
は
句
を
さ
え
ぎ

る
」
と
し
か
訳
し
よ
う
が
な
い
（
と
こ
ろ
が
、
多
く
の
訳
者
た
ち
は
、
あ
と
で
見
る
よ
う
に
、
「
融
合
の
地
平
」
に
「
さ
え
ぎ
る
」
は
そ

ぐ
わ
な
い
と
短
絡
し
て
か
、
「
さ
え
ぎ
る
」
と
い
う
動
詞
を
す
っ
飛
ば
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
、
意
味
を
ね
じ
曲
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
）
。

そ
う
、
た
ま
た
ま
動
詞
が
「
さ
ふ
」
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
、
文
中
で
の
位
置
と
し
て
は
、
他
の
文
に
お
け
る
「
と
も
と
す
」
「
逢
ふ
」

「
打
つ
」
と
ま
っ
た
く
同
等
で
あ
り
、
「
さ
え
ぎ
る
」
と
い
う
動
詞
の
意
味
に
い
た
ず
ら
に
左
右
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
ち

が
っ
て
も
、
「
融
合
の
地
平
」
に
は
「
無
罣
礙
」
こ
そ
が
ふ
さ
わ
し
く
、
「
罣
礙
」
は
ど
う
し
て
も
納
得
が
い
か
な
い
な
ど
と
憂
慮
し
て
、

「
さ
え
ぎ
る
」
の
意
味
を
歪
め
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
前
半
部
を
仮
に
訳
し
て
お
く
と
、
「
意
は
意
を
さ
え
ぎ

り
、
意
を
見
る
。
句
は
句
を
さ
え
ぎ
り
、
句
を
見
る
。
」
と
な
る
。
【
等
質
化
】
の
正
当
な
例
文
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
後
半
の
「
礙
は
礙
を
さ
ふ
」
「
礙
は
礙
を
礙
す
る
」
で
あ
る
。
肝
腎
な
の
は
、
必
要
以
上
に
意
味
を
追
わ
ず
、
こ
こ
で
も
、

「
施
術
」
の
工
程
と
し
て
、
ド
ラ
イ
に
対
応
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
礙
は
礙
を
さ
ふ
」
は
、
さ
き
の
「
意
は
意
を
さ
ふ
」
「
句
は
句
を
さ
ふ
」
か
ら
、
「
意
」
「
句
」
を
「
礙
」
に
置
換
し
た
文
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
「
礙
は
礙
を
礙
す
る
」
は
、
そ
の
「
礙
は
礙
を
さ
ふ
」
か
ら
、
さ
ら
に
、
「
さ
ふ
」
を
「
礙
す
る
」
に
置
換
し
た

文
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
「
さ
ふ
」
と
い
う
和
語
を
「
礙
す
る
」
と
い
う
漢
語
に
置
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
礙
は
礙

を
礙
す
る
」
と
い
う
【
等
質
化
】
の
よ
り
徹
底
し
た
表
記
へ
と
「
施
術
」
の
手
を
の
ば
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
も
う
こ
れ
以
上
に

メ
ス
を
い
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
ほ
ど
ま
で
に
）
。
そ
の
意
味
で
、
「
礙
は
礙
を
礙
す
る
」
は
、
【
等
質
化
】
の
「
施
術
」
の
究

極
の
〈
痕
〉
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
後
半
部
を
仮
に
訳
し
て
お
く
と
、
「
礙
は
礙
を
さ
え
ぎ
り
、
礙
を
見
る
。
礙
は
礙
を
礙

す
る
の
で
あ
る
。
」
と
な
る
。
【
等
質
化
】
の
正
当
な
展
開
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

さ
て
、
い
く
つ
か
の
訳
文
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
「
「
思
い
〈
意
〉
」
は
、
「
思
い
〈
意
〉
」
に
徹
し
て
「
思
い
」
を
も
見
る
こ
と
が
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で
き
る
。
「
言
葉
〈
句
〉
」
は
、
「
言
葉
」
に
き
わ
ま
っ
て
「
言
葉
」
を
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
さ
え
ぎ
る
〈
礙
〉
」
は
、
「
さ
え

ぎ
る
」
に
徹
し
て
「
さ
え
ぎ
る
」
を
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
さ
え
ぎ
る
」
は
、
「
さ
え
ぎ
る
」
を
「
さ
え
ぎ
る
」
の
で
あ
る
。
そ
れ

こ
そ
時
な
の
で
あ
る
」
（

56
）

（
玉
城
康
四
郎
）
。
な
ぜ
か
、
「
さ
え
ぎ
る
」
が
「
徹
す
る
」
や
「
き
わ
ま
る
」
に
「
ね
じ
曲
げ
」
ら
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
「
「
意
」
は
意
だ
け
で
あ
り
、
意
を
見
る
だ
け
で
あ
る
。
「
句
」
は
句
だ
け
で
あ
り
、
句
を
見
る
だ
け
で
あ
る
。
「
礙
（
さ

わ
り
）
」
は
礙
だ
け
で
あ
り
、
礙
を
見
る
だ
け
で
あ
る
。
礙
は
礙
を
礙
と
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
時
（
の
真
実
）
で
あ
る
」
（

57
）

（
水
野

弥
穂
子
）
。
「
「
意
」
は
意
だ
け
で
あ
り
」
「
「
句
」
は
句
だ
け
で
あ
り
」
と
、
「
さ
え
ぎ
る
」
と
い
う
言
葉
が
「
す
っ
飛
ば
」
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
「
意
は
意
を
さ
え
ぎ
っ
て
意
を
見
、
句
は
句
を
さ
え
ぎ
っ
て
句
を
見
、
礙
す
な
わ
ち
さ
え
ぎ
る
と
は
礙
を
さ
え
ぎ
っ
て

礙
を
み
る
。
つ
ま
り
、
礙
と
は
礙
を
礙
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
時
な
の
で
あ
る
」
（

58
）

（
増
谷
文
雄
）
。
素
直
な
訳
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。以

上
、
引
用
文
に
お
い
て
、
見
て
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
な
に
よ
り
も
、
【
等
質
化
】
へ
の
意
志
で
あ
る
。
徹
底
的
な
意

志
で
あ
る
。
意
志
に
曖
昧
さ
は
な
い
。
ま
っ
た
く
理
に
か
な
っ
た
手
順
で
【
等
質
化
】
は
遂
行
さ
れ
て
い
く
。

そ
し
て
、
【
等
質
化
】
に
ど
の
よ
う
な
聖
域
も
な
い
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
木
っ
端
微
塵
に
い
た
る
ま
で
、
【
等
質
化
】
は
遂
行
さ
れ
て

い
く
で
あ
ろ
う
。
「
主
客
の
融
合
」
と
い
う
「
境
域
」
の
「
途
中
停
車
」
も
「
終
着
駅
」
も
な
い
。
む
し
ろ
、
「
境
域
」
と
い
う
「
境
域
」

を
「
素
通
り
」
し
、
遂
行
は
徹
底
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
微
塵
の
微
塵
に
い
た
る
ま
で
。

【
等
質
化
】
の
は
て
に
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
あ
え
て
い
え
ば
、
「
微
塵
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
「
〈
お
な
じ
も
の
〉
の
世
界
」
と
は
、
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
、
「
微
塵
の
世
界
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
「
微
塵
の
世
界
」
（
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
は
、
賴
住
や
南
の
述
べ
る
、
「
世
界
の
真
相
」
で
あ
り
、
「
縁
起
の
次
元
」
云

々
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
が
）
に
つ
い
て
、
道
元
は
、
こ
ん
ど
は
「
施
術
」
で
は
な
い
言
葉
で
、
平
明
に
述
べ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
し
か
も
、
た
だ
一
般
的
に
語
る
の
で
は
な
く
、
道
元
の
体
質
と
も
い
え
る
固
有
な
粘
着
力
の
よ
う
な
も
の
を
と
も
な
い
な
が
ら
、
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平
明
に
述
べ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
わ
り
に

た
と
え
て
い
え
ば
、
『
正
法
眼
蔵
』
と
い
う
楽
譜
を
ま
え
に
、
自
由
な
演
奏
（
演
奏
を
意
味
す
る
「
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
は

解
釈
の
意
味
も
あ
る
）
を
し
た
。
そ
し
て
、
演
奏
（
解
釈
）
を
し
た
の
は
、
楽
譜
と
し
て
の
『
正
法
眼
蔵
』
の
な
か
で
も
、
ス
ケ
ル
ツ
ォ

（
諧
謔
曲
）
や
ラ
プ
ソ
デ
ィ
（
狂
詩
曲
）
に
相
当
す
る
部
分
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
楽
譜
の
核
は
ま
た
べ
つ
の
と
こ
ろ
に
き
っ
と
あ

る
の
で
あ
ろ
う
。
機
会
が
あ
れ
ば
、
そ
ち
ら
の
演
奏
（
解
釈
）
も
し
て
み
た
い
。

註（
1
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
二
）
』
（
水
野
弥
穂
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
五
一
。

（
2
）
玉
城
康
四
郎
『
現
代
語
訳

正
法
眼
蔵
（
一
）
』
、
大
蔵
出
版
、
一
九
九
三
、
頁
二
七
七
。

（
3
）
道
元
『
原
文
対
照
現
代
語
訳

道
元
禅
師
全
集
（
三
）
』
（
水
野
弥
穂
子
訳
注
）
、
春
秋
社
、
二
〇
〇
六
、
頁
五
三
。

（
4
）
中
村
宗
一
『
全
訳

正
法
眼
蔵
（
一
）
』
、
誠
信
書
房
、
一
九
七
一
、
頁
三
九
三
。

（
5
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
二
）
』
（
水
野
弥
穂
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
五
七
。

（
6
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
二
）
』
（
水
野
弥
穂
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
五
七
。

（
7
）
安
谷
白
雲
『
正
法
眼
蔵
参
究
（
山
水
経
・
有
時
）
』
、
春
秋
社
、
一
九
六
八
、
頁
二
六
九
。

（
8
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
二
）
』
（
水
野
弥
穂
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
五
七
。

（
9
）
賴
住
光
子
『
正
法
眼
蔵
入
門
』
、
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
一
四
、
頁
六
一
。

（
10
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
一
）
』
（
水
野
弥
穂
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
二
〇
三
。

（
11
）
南
直
哉
『
『
正
法
眼
蔵
』
を
読
む
ー
存
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
』
講
談
社
、
二
〇
〇
八
、
頁
一
一
五
。

（
12
）
立
川
武
蔵
『
「
空
」
の
構
造
ー
『
中
論
』
の
論
理
』
第
三
文
明
社
、
一
九
八
六

参
照
。

（
13
）
末
木
文
美
士
『
解
体
す
る
言
語
と
世
界
ー
仏
教
か
ら
の
挑
戦
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八

参
照
。
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（
14
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
一
）
』
（
水
野
弥
穂
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
九
五
。

（
15
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
一
）
』
（
水
野
弥
穂
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
九
三
。

（
16
）
増
谷
文
雄
『
現
代
語
訳

正
法
眼
蔵
（
二
）
』
角
川
書
店
、
一
九
七
三
、
頁
二
七
八
。

（
17
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
一
）
』
（
水
野
弥
穂
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
一
〇
二
。

（
18
）
森
本
和
夫
『
『
正
法
眼
蔵
』
読
解
（
一
）
』
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
三
、
頁
一
四
四
。

（
19
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
三
）
』
（
水
野
弥
穂
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
九
七
。

（
20
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
四
）
』
（
水
野
弥
穂
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
四
四
一
。

（
21
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
一
）
』
（
水
野
弥
穂
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
一
四
七
。

（
22
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
二
）
』
（
水
野
弥
穂
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
三
六
三
。

（
23
）
玉
城
康
四
郎
『
現
代
語
訳

正
法
眼
蔵
（
四
）
』
、
大
蔵
出
版
、
一
九
九
四
、
頁
一
七
。

（
24
）
道
元
『
原
文
対
照
現
代
語
訳

道
元
禅
師
全
集
（
四
）
』
（
水
野
弥
穂
子
訳
注
）
、
春
秋
社
、
二
〇
〇
九
、
頁
一
六
四
。

（
25
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
三
）
』
（
水
野
弥
穂
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
一
六
六
。

（
26
）
増
谷
文
雄
『
現
代
語
訳

正
法
眼
蔵
（
六
）
』
角
川
書
店
、
一
九
七
四
、
頁
二
五
。

（
27
）
玉
城
康
四
郎
『
現
代
語
訳

正
法
眼
蔵
（
四
）
』
、
大
蔵
出
版
、
一
九
九
四
、
頁
三
五
六
。

（
28
）
道
元
『
原
文
対
照
現
代
語
訳

道
元
禅
師
全
集
（
五
）
』
（
水
野
弥
穂
子
訳
注
）
、
春
秋
社
、
二
〇
〇
九
、
頁
二
三
一
。

（
29
）
中
村
宗
一
『
全
訳

正
法
眼
蔵
（
三
）
』
、
誠
信
書
房
、
一
九
七
二
、
頁
三
二
。

（
30
）
森
本
和
夫
『
『
正
法
眼
蔵
』
読
解
（
七
）
』
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
四
、
頁
一
〇
四
。

（
31
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
二
）
』
（
水
野
弥
穂
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
二
四
〇
。

（
32
）
増
谷
文
雄
『
現
代
語
訳

正
法
眼
蔵
（
一
）
』
角
川
書
店
、
一
九
七
三
、
頁
一
八
三
。

（
33
）
道
元
『
原
文
対
照
現
代
語
訳

道
元
禅
師
全
集
（
四
）
』
（
水
野
弥
穂
子
訳
注
）
、
春
秋
社
、
二
〇
〇
九
、
頁
一
五
。

（
34
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
三
）
』
（
水
野
弥
穂
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
二
一
三
。

（
35
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
一
）
』
（
水
野
弥
穂
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
二
九
二
。

（
36
）
道
元
『
原
文
対
照
現
代
語
訳

道
元
禅
師
全
集
（
二
）
』
（
水
野
弥
穂
子
訳
注
）
、
春
秋
社
、
二
〇
〇
四
、
頁
九
七
。

（
37
）
増
谷
文
雄
『
現
代
語
訳

正
法
眼
蔵
（
四
）
』
角
川
書
店
、
一
九
七
三
、
頁
一
二
四
。

（
38
）
森
本
和
夫
『
『
正
法
眼
蔵
』
読
解
（
二
）
』
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
四
、
頁
四
二
四
。

（
39
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
一
）
』
（
水
野
弥
穂
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
一
五
九
。

（
40
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
一
）
』
（
水
野
弥
穂
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
二
三
五
。
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（
41
）
道
元
『
原
文
対
照
現
代
語
訳

道
元
禅
師
全
集
（
二
）
』
（
水
野
弥
穂
子
訳
注
）
、
春
秋
社
、
二
〇
〇
四
、
頁
二
二
。

（
42
）
森
本
和
夫
『
『
正
法
眼
蔵
』
読
解
（
二
）
』
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
四
、
頁
一
四
五
。

（
43
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
一
）
』
（
水
野
弥
保
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
一
八
三
。

（
44
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
二
）
』
（
水
野
弥
保
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
二
〇
四
。

（
45
）
上
田
閑
照
『
禅
仏
教
ー
根
源
的
人
間
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
一
五
一
。

（
46
）
増
谷
文
雄
『
現
代
語
訳

正
法
眼
蔵
（
二
）
』
角
川
書
店
、
一
九
七
三
、
頁
三
三
。

（
47
）
玉
城
康
四
郎
『
現
代
語
訳

正
法
眼
蔵
（
一
）
』
、
大
蔵
出
版
、
一
九
九
三
、
頁
四
三
三
。

（
48
）
安
谷
白
雲
『
正
法
眼
蔵
参
究
（
山
水
経
・
有
時
）
』
、
春
秋
社
、
一
九
六
八
、
頁
一
九
三
。

（
49
）
中
村
宗
一
『
全
訳

正
法
眼
蔵
（
二
）
』
、
誠
信
書
房
、
一
九
七
二
、
頁
七
〇
。

（
50
）
岸
澤
惟
安
『
正
法
眼
蔵

全
講
』
、
大
法
輪
閣
、
一
九
七
二
、
頁
五
一
二
。

（
51
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
二
）
』
（
水
野
弥
保
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
一
八
九
。

（
52
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
二
）
』
（
水
野
弥
保
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
四
二
七
。

（
53
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
四
）
』
（
水
野
弥
保
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
四
二
五
。

（
54
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
四
）
』
（
水
野
弥
保
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
四
二
五
。

（
55
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
二
）
』
（
水
野
弥
保
子
校
注
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
頁
五
七
。

（
56
）
玉
城
康
四
郎
『
現
代
語
訳

正
法
眼
蔵
（
一
）
』
、
大
蔵
出
版
、
一
九
九
三
、
頁
二
八
四
。

（
57
）
道
元
『
原
文
対
照
現
代
語
訳

道
元
禅
師
全
集
（
三
）
』
（
水
野
弥
穂
子
訳
注
）
、
春
秋
社
、
二
〇
〇
六
、
頁
六
〇
。

（
58
）
増
谷
文
雄
『
現
代
語
訳

正
法
眼
蔵
（
一
）
』
角
川
書
店
、
一
九
七
三
、
頁
二
一
〇
。


