
佛

敏

思

辨

學

の
體

系
的

基

盤

に

つ

い
て

小

笠

原

秀

實

1
、
思
辨
學
の
目
的
と
し
て
拔
苦
與
樂

.
-
-

こ
の
稿

の
内
容
は

一
般
周
知
の
こ
と
で
、
別
に
新
し
い
何
も
の
を
も
加
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
か
り
に
新
し

い
も
の
が
あ
る
に
し

て
も
、
や

N
觀
點

の
角
度
が
違

つ
て
い
る
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
觀
點
と
い
う
の
も
特
に
薪
し
い
何
も
の
で
も
な

く
、
佛
教
と
し
て
は
使
い
な
ら
せ
て
い
ゐ
拔
苦
與
樂
、
離
苦
得
樂
と
い
う
こ
と
を
目
的
に
し
た
い
と
い
う
だ
け

の
も
の
で
あ
る
。

佛
教
の
研
究
に
こ
の
觀
點
が
忘
れ
ら
れ
る
は
す
は
毛
頭
な
い
び
史
傳
に
依

る
も
教
義
の
根
本
か
ら
す
る
も
、
忘
れ
よ
う
に
も
忘
ら
れ

な

い
重
要
專
で
あ
り
、
經
論
釋
の
全
面
に
わ
た
り
、
字

汝
句

女
こ
の
根
本
義
を
離
れ
て
い
る
も
の
は

一
つ
も
な

い
と
云
つ
て
い
x
ほ
ど

で
あ
る
。
た

f
不
幸
に
も
、
好
ま
し
か
ら
ざ
る
外
縁
が
あ
つ
て
、
あ
ら
ぬ
方

に
根
本
義
を
轉
向
さ
せ
よ
う
と
す

る
過
失
が
な
い
で
も
な

い
。
常
套
語
で
云
え
ば
、
異
學
異
見
に
迷
わ
さ
れ
て
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
異
學
異
見

の
誘
惑
か
ら
如
來
清
淨

眞

實
義
を
護
る
こ
と
の

一
端
と
も
な
る
な
ら
ば
、
さ

N
や
か
な

こ
の
稿
の
滿
足
す
る
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
。

佛
教
思
辨
學
の
體
系
的
基
盤
に
つ
い
て

(小
笠
原
秀
實
)

一
二
五
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一
二
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2

人
間
の
生
活
と
思
想
と
が
三
千
年
も
の
間

一
處
に
停
滯
し
て
不
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
時
處

に
依
り
正
し
く
生
活
し
正
し

く
思
索
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
當
然
で
あ
る
。
た
貸
問
題
は
正
し
い
か
何
う
か
と
い
う

こ
と
に
か

N
る
は
す
で
あ

る
。

電
流
は
全
電
線
を
走
り
流
れ
て
い
る
。
觸
れ
る
も

の
す
べ
て
は
感
電
す
る
。
た

貸
そ
の
流
れ
が
有
用
で
あ
る
脇

の
に
向
つ
て
適
當
に

進

ん
で
い
る
か
、
叉
無
用
の
も
の
に
浪
費
遷
れ
る
か
、
又

一
暦
惡
く
漏
電
の
過
失
と
な
つ
て

一
大
災
害
を
卷
き
起

す

の
で
は
な

い
か

が
、
を
つ
ば
り
と
判
斷
さ
れ
、
取
捨
選
擇
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
特
に
こ
の
こ
と
に
向
つ
て
注
意
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
佛
教
並
び
に
佛
教
學

の
正
閏
が
こ
れ
に
類
比
さ
れ
る
。

r
n

少

し

以

前

の

も

の

で
あ

る

が
、

コ

ロ

ン
ビ

ア

大
學

の

W

ill
D
u
r
a
n
t

に

r
哲

學

と
瓧

會

問

頴
匚

と

い
う

著

書

が

あ

る

(
℃
ゲ
ニ
。
.。
℃
ξ

a
n
d
th
e
s
o
c
ia
l
p
ro
U
le
m
,
1
9
1
9
}
'

瓧

會

性

を

取

扱

つ

て

い

る
古

來

の
哲

學

者

、

五
家

を

擧

げ

て

い

る
。

ソ

ー
ク

ラ

テ

ー

ス
、

プ

ラ

ト

ー

ン
、

ベ

ー

コ

ン
、

ス

ピ

ノ

ー

ザ

、

ニ
ー

チ

ェ
で
あ

る
。

結

論

と

し

て

は

「
ス
ピ

ノ

ー
ザ

と
プ

ラ

ト

ー

ン
及

び

ニ
ー

チ

エ
と

を

調

停

す

る

の

に
、

如

何

に

ベ

ー

コ

ン
を

使

う

べ
き

か

を
、

ソ

ー

ク

ラ

テ

ー

ス

"̂

'

　

.V,　
　　
J

S
o
c
ra
tes
s
h
o
w
s
u
s
h
�
w

to
u
se
33a
c
o
n
　
to

rec
o
n
c
ile
Y
la
to
a
n
d
N
ie
tz
sc
h
e
w
ith
S
p
in
o
z
a
.
p
.26
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.X.

つ

ま

り

民

主

的

な

ス
ピ

ノ

ー
ザ

と
貴

族

主
義

的

な

プ

ラ

ト

ー

ン
及

び

ニ
ー

チ

エ
と

を

調

停

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
、

そ

れ

に

は

科

學

的

な
性

質

を

持

つ

ベ

ー

コ

ン
の
思

想

方

法

・を

利

用

し

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

が
、

ど

ん
な

に

こ

の
科

學

的

方

法

を
使

用

す

る

か

の
方

針

を

ソ

ー

ク

ラ

テ

ー

ス
的

な

道

徳

觀

に

依

つ

て
指

圖

さ

れ

ね

ば

な

ら

ぬ

と

い
う

の

で

あ

る
。

就

中

重

要

な

こ
と

は

、

ベ

ー

コ

ン
的

科

學

が

道

徳

的

原

理

に

依

つ

て
指

導

さ

れ

ね

ば

な

ら

ぬ

と

い
う

こ

と

で

あ

る
。

そ

し

て

こ
れ

に

依

つ

て

民

主

主

義

的

思

想

傾

向

と
貴

族

主

義

的

傾

向



と

が
、
正
し
い
進
路
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
に
歸
着
す
る
。

4

民
主
制
は
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
が
弊
害
と
し
て
衆
愚
制
と
な
り
、
貴
族
制
は
や
が
て
寡
頭
獨
裁
制
と
な
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
ア

リ

ス
ト
テ

レ
ー
ス
以
來
・注
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

民
主
主
義

の
い
玉
こ
と
は
萬
人
準
等
で
あ
り
、
入
間
性

の
甼
等
奪
嚴
で
あ
り
、
悉
有
佛
性
で
あ
り
、
箇

々
圓
成

で
あ
り
、
叉
謝
他
的

に
は
入
權
宣
言
と
な
つ
て
現
わ
れ
る
要
素
を
持
つ
。

こ
れ
は
民
宅
の
骨
髓
で
あ
り
、
美
點

で
あ
る
。
然
し
こ
の
美
點
は

一
轉
し
て
衆
愚

化
し
、
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
醜
悪
を
見
せ
る
。
實
例
は
今
日
あ
ま
り
に
も
多
す
ぎ
る
。

こ
玉
に
い
う
貴
族
主
義
は
特
に
プ
ラ
ト
ー
ン
に
於
て
知
力
を
中
心
と
す
る
優
越
貴
族
主
義
で
あ
る
。
衆
愚
の
盲

目
行
進
を
修
正
す
る

原
麗
と
し
て
、
知
性
と
合
理
の
健
康
に
俟
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
點
に
於
て
覺
者
を
中
心
と
し
、
訂
覺
覺
他
、
覺

行
窮
滿
を
目
標
と
す

る

佛
歡

の
基
本
形
態
は
、
無
漏
智
を
究
竟
と
す
る
貴
族
主
義
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
知
性
、
覺
性
が
健
康

で
あ

る
限
り

こ
こ
に
過
失

は
な
い
が
、
誤
謬
と
無
明
と
慾
情
と
の
脅
合
に
依
り
、
寡
頭
獨
裁
の
迷
信
形
態
を
樹
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ー
ス
の
指

摘
し
て
い
る
弊
害
は
そ
れ
で
あ
る
。

5

民
主
、
貴
族
兩
制
の
美
點
だ
け
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ρ
そ
れ
に
は
嚴
密
な
科
學
的
方
法
を
必
要
と
す
る
。
自
然
科
學
と
共
に
、

一
暦
重
要
性
を
持
つ
の
は
瓧
會
科
學
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
の
性
能
舛
び
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
目
標
の
認
識
で
あ

る
。.
ベ
ー

コ
ン
を
使

用

す
る
方
針
を
特
に
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
道
徳
觀
に
學
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
考
は
、

つ
ま
り
全
科
學
を
瓧
會
科
學
の
原
理
に
依
つ
て

組
織
し
規
制
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

佛
㎝教
思
辨
學
の
體
系
t的
基
盤
に
つ
い
て

(小
笠
原
秀
實
)

一
二
七



東

洋

學

論

叢

一
二
八

自
然
科
學

の
進
歩
に
依
り
、
優
勢
な
武
器
が
發
明
さ
れ
、
世
界
史
を
恐
怖

の
幕
に
包
ん
で
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
瓧
會
科
學
の
原
則

と
な
る
も
の
の
探
求
は

一
層
嚴
密
に
、
且
つ
森
嚴
に
途
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
覺
覺
他
、
覺
行
窮
滿
が
全
法
界

に
、
そ
し
て
叉
全
世

界

の
各
の
人

々
に
把
握
さ
れ
、
實
踐

の
過
程
に
の
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
災
禰
を
未
到
に
防
ぐ
こ
と
が
出
來

る
か
ら

で
あ
る
。

6

哲
學
は
疑
い
か
ら
生
れ
る
と
も
、
叉
知
識
慾
か
ら
成
立
す
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
無
論
そ
う
し
た
點
を
持

つ
て
い
る
。
然
し

「
哲
學
の
究
竟
的
問
題
は
主
觀

と
客
觀
と
の
關
係
で
は
な
く
、
入
間
の
不
幸
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
哲
學
者
た
ち
は

感
じ
も
せ
す
、

そ
し
て
了
解
も
し
て
い
な
い
」

(
…
…
the
fin
al
p
rob
lem

of
p
h
iloso
ph
y
is
n
o=
h
e
reTation

of
sub
ject
and

ob
ject
t>u
t
th
e
m
isery
of
m
en
,
Ib
id
.
p
.2
18
　

と
い
う
提
案
に
深
い
注
意
が
拂
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
拔
苦
與
樂
、
離
苦
得
樂
な
る
佛
歡
教
理
は

「
人
間

の
不

幸

th
e
m
ise
ry

o
f

旨
窪

」
な
る
廣
汎
な
哲
學
的
態
度
か
ら
出
發
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

哲
學
が
疑
い
か
ら
生
れ
る
の
も
、
疑
い
そ
の
も
の
が
、
不
幸
、
苦
痛
、
矛
盾
と
い
う
よ
う
な
、
あ
つ
て
は
な
ら

ぬ
も
の
に
刺
戟
さ
れ

て
起
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
於
て
も
哲
學
は
人
間
の
不
幸
か
ら
生
れ
て
い
る
は
す
で
あ
る
。
知
識
慾
も
健
康
な
場
合
に
は
矛
盾
、

混
亂
、
假
面
、
詭
辯
な
ど
の
不
快
を
整
理
し
、
ζ
れ
を
解
脱
し
売
い
と
い
う
要
求
か
ら
生
れ
て
い
る
。
病
的
の
場
合
、
爛
熟
發
狂
の
場

合

は
無
論
別
で
あ
る
。

主
觀
と
客
觀
と
の
關
係
と
い
う
こ
と
も
、
叉
主
體
が
何
、
客
體
が
何
と
い
う
疑
惑
も
す
べ
て
根
本
に
は
自
覺
體
と
し
て
の
攪
亂
が
起

源

と
な

つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
覺
行
窮
滿
の
淨
悦
界
に
於
て
は
清
朗
な
光
風
霽
月
が
全
識
野
を
照
す
の
み
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
何
も
の

も
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
叉
主
も
な
く
客
も
な

い
と
か
、
主
客
合

一
の
渾
沌
體
と
か
い
う
も
の
で
は
な
い
。
覺
性
が
あ
り
、



淨
悦
が
あ
り
、
寂
滅
爲
樂
が
あ
り
、
「
ま
た
な
ん
ぞ
疑
は
ん
や
」
(
歸
去
來
辭
)
と
い
う
自
照
の
寂
光
が
あ
り
、
自
存
自
足

の
完
成
が
あ

る
。

五
、
迂
回
路
と
し
て
圭
觀
的
觀
念
論
と
先
驗
的
形
式
論

r
-

拔
苦
與
樂

の
正
法
を
蠱
惑
さ
せ
た
り
、
如
來
清
淨
眞
實
義
を
あ
ら
ぬ
方
に
引
き
ま
わ
そ
う
と
す
る
異
學
異
見
は
甚
だ
多
い
。
そ
れ
ら

が
す
べ
て
の
點
に
於
て
誤
謬
ば
か
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
ひ
き
ま
わ
さ
れ
る
と
い
う
過
失
に
陷
る
は
す
は
な
い
。
わ
か
つ
て
見
れ
ば
異
學

異

見
で
あ
り
、
一思
想
と
し
て
の
閏
道
、
覇
道
で
あ
る
こ
と
が
は
つ
き
り
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
入
間
知
性
の
宿
命

的
貧
困
性
か
ら
、
正

閏
、
是
非
な
ど
が
容
易
に
わ
か
る
も
の
で
は
,な
い
。
そ
れ
ら
の
異
見
に
は
無
論
澤
山
の
眞
理
も
美
點
も
抱
き
持
た
れ
て
い
る
。
ど
う
か

す

る
と
劃
時
代
的
な
偉
大
な
眞
理
を
さ
え
備
え
て
い
る
。
た

貸
眞
理
の
根
幹
部
に
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
機
微
な
缺
點

を
持

つ
の
で
、
多
く

'の
論
過
を
呼
び
出
し
た
り
、
現
實
的
な
災
難
を
ひ
き
起
す
の
で
あ
る
9
正
閏
.
眞
妄
の
間
.
ま
こ
と
に
間
髪
を
容
れ
な
い
。

2

前
掲

「
哲
學
と
瓧
會
問
題
」
は
近
代
二
百
年
に
わ
た
つ
て
魅
惑
的
で
あ
つ
た
三
つ
の
學
読
を
あ
げ
て
い
る
。
,
e

①。。。・①
塞
梓
℃
奠
息
営

(
存
在
と
は
知
覺
さ
れ
る
こ
之
で
あ
る
)
の
句
に
依
つ
て
現
わ
さ
れ
る
も
の
、
⇔

「
先
天
的
綜
合
判
斷
」
と
い
う
標
語

で
示
さ
れ
る
も

の
、
口

「有
は
無
な
り
」
に
依

つ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
、
以
上
で
あ
る
。
e
は
バ
ー
ク

レ
ー
の
も
の
で
あ
り
、
⇔
は
カ
ン
ト
哲
學

で
あ
り
、
⇔
は

ヘ
ー
ゲ

ル
思
辨

で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
何
れ
も
時
代
を
代
表
す
る
に
足
る
偉
大
な
思
想
で
あ
り
、
功
績
も
亦
他
の
小
思
想

小
哲
學
に
劣
る
も
の
で
は
な

い
。
功
績

の
大
き
い
こ
と
が
逆
轉
し
て
亘
大
な
過
失
と
な
る
と
い
う
論
理
關
係
で
あ

る
。
亘
萬
の
數
に

マ

佛
教
思
辨
學
の
體
系
的
基
盤
に
つ
い
て

(
小
笠
原
秀
實
[)

一
二
九
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一
三
〇

イ
ナ
ス

一
を
か
け
る
と
、
そ

の
ま
乂
マ
イ
ナ
ス
の
互
萬
に
な
る
と
い
つ
た
よ
う
な

こ
と
が
類
比
的
で
あ
る
。

　

バ
ー
ク
レ
ー
の
主
觀
的
唯
心
論
と
も
い
う
べ
き
思
想
は
獨
斷
的
な
そ
し
て
叉
唯
物
論
的
な
硬
直
的
俗
見
を
破
り
、
正
し

い
認
識

へ
の

道
を
開
く
も
の
と
し
て
は
多
大
な
功
績

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
夢
と
現
實
と
を
ぴ
と
つ
に
し
た
り
、
主
觀

の
自
恣
に
依

つ
て
客
觀

を
自
由
に
左
右
し
得
ら
価
る
よ
う
な
越
境
的
危
險
が
な
い
と
も
限
ら
な
い
。

心
頭
を
滅
却
す
れ
ば
火
も
ま
た
寒
し
で
あ
る
が
、
問
題
は
心
頭
あ
つ
て
の
上
の
解
脱
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
心
頭
の
存
立
す
る
限
り

火

は
熱

い
の
で
あ
る
。
心
頭
滅
却
す
れ
ば

「
寒
し
」
も
無
い
は
す
で
あ
る
。
寒
熱
σ
無
い
の
が
解
脱
で
は
な
く
、
塞
熱
の
現
實
境
に
あ

り

な
が
ら
、
思
索
と
實
踐
に
依
り
、
化
爲
清
凉
風
と
な
る
よ
う
に
客
觀
を
組
織
し
構
成
し
よ
う
と
す
る
努
力
と
、
そ
の
正
し

い
結
果
が

解
脱

で
あ
る
。
不
落
因
果
底
は
五
百
生
の
狐
身
に
沈
む
の
で
あ
り
、
不
昧
因
果
を
聞
き
わ
け
る
こ
と
に
依

つ
て
、
初
め
て
狐
身
を
脱
す

る
と
い
う
象
徴
表
現
は
、

こ
の
間

の
滄
息
を
傳
え
る
。

要
は
主
觀
的
觀
念
論

に
得
失
利
弊
が
あ
り
、
得
と
利
と
に
着
眼
す
る
の
は
正
し
い
が
、
失
と
弊
と
に
踏
み
こ
む

こ
と
は
警
戒
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
佛
歡
並
び
に
佛
教
學
研
究
の
方
途
が
、
宅
の
失
と
弊
と
か
ら
全
く
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
や

N
甚
だ
困
難
な

事
情
に
な
つ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
自
省
を
必
要
と
し
、
僑
慢
弊
懈
怠
、
難
以
信
此
法
の
聖
誡
に
も
耳
を
傾
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。

4

カ

ン
ト
哲
學
の
總
括
と
得
失
と
を

「
先
天
的
綜
合
判
斷
」
の

一
語
に
つ
づ
め
た
著
者
の
手
ぎ
わ
に
は
鮮
か
な
も

の
が
見
ら
れ
る
。
先

天
的
叉
先
驗
的
で
あ
る
こ
と
が
如
何
に
カ
ン
ト
を
重
く
し
偉
大
に
し
た
か
は
計
量
さ
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ

ほ
ど
功
績
は
大
き

い

の
で
あ
り
、
後
世

へ
の
影
響
も
廣
く
且
つ
永
い
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
門
を
通
ら
す
し
て
哲
學
に
入
る
こ
と
は
出
來
な

い
ほ
ど
、
水
陸



兩

路
の
要
津
に
築
か
れ
た
偉
大
な
三
門
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
門
は
畢
竟
通
路

で
あ
る
。
と
f
ま
り
安
佳
す

る
こ
と
は
出
來
な
い
。
物
自
體
の
假
定
だ
け
に
つ
い
て
も
、
ヤ
コ
ビ
は
既
に

い
ち
早
く
、
物
自
體

の
慨
定
な
し
に
カ

ン
ト
に
入
る

こ
と
は
出
來
な

い
し
、
又
こ
れ
あ
つ
て
は
吻
ン
ト
に
止
る
こ
と
は
出
來
な
い
と
指

摘

し
た
。
フ
ィ

ヒ
テ
に
取
つ
て
も

へ
ー
ゲ
ル
に
取
つ
て
も
カ
ン
ト
の
三
門
に
は
止
る
こ
と
が
出
來
な
か

つ
た
。
-そ
れ
ら
は
み
な
批
判
哲

學

の
禁
斷
の
實
に
な
つ
て
い
た
本
體
的
な
る
も
の
、
賢
在
的
な
も
の
に
食

い
入
ろ
う
と
し
て
批
判
の
戒
法
を
破

つ
た
。
破
ら
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
點
に
カ
ソ
ト
の
弱
所
が
あ
り
、
・破
り
壞
さ
ね
ば
展
開

の
道
の
な

い
行
き
づ
ま
り
に
な
つ
て
も
い
た
。

こ
の
弱
點
の
も
と
は
さ
ま
ざ

ま
に
考

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
要
約
す
る
な
ら
ば
、

「
先
天
的
綜
合
判
断
」
ど

い
う
カ

ン
ト
特
有
の
用
語

に
つ
き
る
と
い
う
こ
と
も

出
來
る
。

カ

ン
ト
認
識
論
は
經
驗
と
い
う
言
葉
か
ら
始

つ
て
い
る
。
經
驗
は
外
か
ら
來
る
も
の
と
内
か
ら
加
え
ら
れ
る
も

の
と
に
依

つ
で
成
立

す

る
が
、
外

の
も
の
は
材
料
で
あ
り
、
内
か
ら

の
も
の
が
規
制
力
で
あ
り
、
統
率
力
で
あ
り
、

こ
れ
が
確
實
な
知
識
の
根
源
を
な
す
と

い
う
の
で
あ
る
。
先
驗
哲
學
と
し
て
、
叉
形
式
主
義
思
辨
と
し
て
片
手
落
の
不
完
全
を
持

つ
が
、
そ
の
原
因
は
、
内
外
を
分
離
し
た
こ

と

と
、
内
優
外
劣
を
上
か
ら
く
8

0
ぴ
窪

の
立
場
に
立

つ
て
き
め
た

こ
と
に
あ
る
。

生
命
内
容
、
要
求
内
容
を
輕
賤
し
て
、
理
性
形
式

の
み
を
尊
重
し
た
こ
と
に
片
手
落
の
根
源
が
見
出
さ
れ
る
。

形
而
上
學
的
な
も
の
、

、叉
は
本
體
的
な
る
も
の
の
認
識
に
關
す
る
カ

ン
ト
の
批
判
は
有
力
で
あ
り
功
績
的
で
あ

る
、
合
理
的
心
理
學

の
領
域
に
於
け
る
靈
魂
の
性
質
、
不
死
不
滅
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
ご
と
、
そ
し
て
叉
合
理
的
宇
宙
論
に
於
け
る
宇
宙
、
世
界
の
本
質
、

更

に
叉
禪
學

の
領
域
に
於
け
る
神
の
存
在
と
性
質
、
そ
れ
ら
に
關
す
る
批
判
の
適
否
は
別
に
す
る
も
容
易
に
解
き
難
き
難
問
と
し
た

こ

佛
教
思
辨
學
の
體
系
的
基
盤
に
つ
い
て

(小
笠
原
秀
實
)

一.三
一
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ご
ニ
ニ

と
だ
け
は
少
く
と
も
批
判
哲
學

の
功
績
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
批
判
哲
學

の
示
唆
に
依
り
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
關
し
、
思
想
と
し
て
の
迷
宮
入
り
叉
迷
信
化
の
傾
向
を
遮

斷
す
る
こ
と
は
意
味

あ

る
こ
と
で
あ
る
。.
佛
教
並
び
に
齢
歉
學
と
し
て
も
、

こ
の
示
浚
を
輕
賤
し
な
い
こ
と
は
、
精
密
化
、
確
實
化
、
殊
に
健
康
な
る
學
究

に
取

つ
て
必
要
で
あ
る
。

然
し
ご
れ
と
共
に
、
批
制
哲
學
は
外
か
ら
の
資
料
よ
り
も
、
又
自
覺

の
内
容
よ
り
も
、
形
式
的
な
る
も
の
、
概
念
的
な
る
も
の
を
基

本

と
す
る
關
係
よ
り
し
て
、
や

N
も
す
れ
ば
主
觀
的
觀
念
論
と
同
質
の
弊
害
を
負
擔
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
る
。
經
驗
に
先
だ

.

つ
と
い
う
こ
と
、
即
ち
先
驗
的
と
い
う
こ
と
が
、
や
が
て
主
觀
的
叉
觀
念
的
と

い
う
こ
と
と
密
接
す
る
危
險
が
拌

う
。
方
法
的
に
先
驗

的

と
主
觀
的
,
觀
念
的
と
は
區
別
さ
れ
る
仕
方
は
あ
る
が
、
間
髪
を
容
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
實
踐
的
要
請
な

る
こ
と
の
助
け
を
借

り
來
つ
で
、
本
體
的
な
る
も

の
の
性
質
を
擁
立
す
る
點
に
立
ち
到
れ
ば
、
殆
ん
ど
全
く
主
觀
的
觀
念

λ
邏
ば
な
い
事
情
に
入
り
込
む
の

で
あ
る
。

6

佛
教
學
が
最
も
魅
惑
を
感
じ
更
に
蠱
惑
さ
れ
た
も
の
は
就
中

へ
ー
ゲ
ル
思
辨
學
で
あ
つ
た
。

こ
の
傳
統
は
相
當
古
く
遡
る
こ
と
が
出

來

る
。
も
つ
と
も
佛
教

に
も
所
謂
辯
證
性
論
理
の
多
く
が
含
ま
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
佛
教
辯
證
法
は
還
滅

へ
の
辯
證
で
あ
り
、
流
轉

を
複
合
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
還
滅

へ
の
任
務
を
果
せ
ば
淌
滅
し
て
差
支
な
い
辯
證
で
あ
り
、
月
を
指
す
指
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し

へ
ー
ゲ
ル
辯
證
法
は
流
轉
を
複
合
化
琶
よ
う
と
す
る
思
辨
方
法
で
あ
り
、
月
を
指
す
指
で
は
な
く
、
指
そ
の
も
の
の
形
式

的
分
化
と
統

一
で
あ
る
。
外
貌
に
や

x
似
た
も

σ
を
持

つ
て
い
る
に
し
て
も
、
方
向
は
全
く
別
で
あ
る
。
十
字
街
頭
に
立
ち
並
ん
だ
二

つ
の
姿
を
瞬
間
的
に
撮
影
し
て
、
同
信
同
行
の
族
人
と
見
よ
う
と
す
る
誤
謬
に
類
似
し
て
い
る
。



「
有
は
無
な
り
」

(B
ein
g
is
n
o
th
in
g
)
(1
j
句
に

へ
ー
ゲ

ル
思
辨
を
總
括
し
て
、
他
に
何
事
も
云
わ
な
い
點
に
、

こ
N
で
も
亦

思

索
の
鮮
か
さ
が
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
辯
證
の
骨
骼
は
こ
れ
に
盡
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
表
現
が
、
「
生
に
あ
ら
す
滅
に
あ
ら
す
、

一
に
あ
ら
す
異
に
あ
ら
す
、
去
に
あ
ら
す
來
に
あ
ら
す
、
斷
に
あ
ら
す
常
に
あ
ら
す
」
と
い
う
佛
歡
的
傳
統
の
古
典
的
辯
證
と
通
す
る

も

の
あ
り
と
す
れ
ば
、
あ
り
得

る
。
叉
有
に
あ
ら
す
、
非
有
に
あ
ら
す
と
い
う
百
非
を
絶
す
る
底
の
も

の
と
通
す

る
も
の
あ
℃
と
云
え

ば
、
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
れ
も
形
式
論
理
學
の
合
理
的
な
命
題
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

け
れ
磐
も
佛
教

の
百
非
を
絶
す
る
底
の
も
の
は
、
そ
う
し
た
推
理
性
の
面
を
離
れ
、
全
く
別
な
内
照
静
寂
界
に
進
み
入
ろ
う
と
す
る

ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し

「有
は
無
な
り
」
は
思
辨
の
同

一
面
上
に
於
け
る
複
合
化
樹
立
の
原
則
た
ろ
う
と
す

る
も

の
で
あ
る
。
族
人

ーと
し
て
十
字
街
頭
の
姿
は
同
じ
よ
う
に
見
え
て
も
、
順
迸
、
志
向
す
る
も
の
は
全
く
別
で
あ
る
。

こ
の
混
同
は
相
當

長

い
歴
史
に
な
つ
て
い
る
。
明
治
,時
代
の
思
想
史
か
ら
云
つ
て
も
二
十
年
代
に
は
、

へ
ー
ゲ
ル
思
辨
的
蠱
惑
が
佛
歡
と
佛
教
學
と
に
現

わ
れ
て
い
る
文
獻
を
擧
げ
る
こ
と
が
出
來
る
。
そ
の
後
牛
世
紀
よ
り
も
長
く
、

こ
の
傾
向
か
ら
自
由

で
あ
つ
た
こ
と
は
無
い
と
云
え
よ

う
。
度
に
淺
深
あ
り
、
範
圍
に
廣
狹
が
あ
る
に
し
て
も
、
詭
辯
性
と
牽
彊
附
會
性
と
を
睨
し
盡
し
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

こ
の
蠱
惑
性
は
ひ
と
り
佛
教

に
限
ら
れ
た
の
で
は
な

い
。
哲
學
思
想
至
般
に
取
つ
て
魅
力
的
で
あ
り
、
日
本
精
祚
文
化
の
提
唱
な
ど

に
當
つ
て
は
、
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
理
論
の
根
源
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
戰
爭
詮
戰
敗
と
が
結
果
し
た
。
客
體
の
正
確

な
事
實
内
容
を
探
究

し
な
い
で
、
概
念
の
綜
合
と
詭
辨

の
操
縱
と
に
始
終
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
過
失

の
根
本
と
し
て
は
、
前
に
見
た
よ
う
に
、

簡
單
に

「
有
は
無
な
り
」
と
い
う
定
立
に
歸
着
さ
れ
る
o

・

7

バ
ー
ク

レ
イ
的
な
主
觀
的
唯
心
論

の
夢
遊
性
も
佛
歡
的
唯
心
論
に
と
つ
て
誘
惑
的
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
岐
路
を
展
示
し
て
行
路
の

佛
劉教
思
継
川學
の
體
系
的
基
盤
に
つ
い
て

(小
笠
原
秀
實
)
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一
三
四

難
を
見
せ
た
。
然
し
そ
れ
は
古
典
的
で
あ
り
、
幾
多
の
遯
失
を
經
驗
し
て
い
る
の
で
修
正
の
道
に
つ
き
易
く
、
叉
實
際
に
も
修
正
さ
れ

サ

て
來
た
。
然
し

へ
ー
ゲ
ル
思
辨
よ
り
生
れ
來

る
で
あ
ろ
う
過
失
は
、
發
生
以
來
古
典
化
す
る
ほ
ど
の
歳
月
も
な
く
、
新
奇
と
し
て
の
魅

力
も
あ
り
、
陳
腐

へ
の
好
刺
戟
で
も
あ
り
、
復
活
更
生
の
活
力
と
も
な
ろ
う
と
い
う
暗
示
の
も
と
に
、
抵
抗
性
も

弱
く
免
疫
性
を
獲
得

す

る
ま
で
に
は
な
つ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
敗
戰

の
結
果
と
苦
境
と
が
や

x
反
省
を
刺
戟
し
て
は
い
る
が
、
牛
世
紀
に
わ
た
る
礎
地

を
持

つ
と
い
う
彊
さ
も
あ
り
、
爛
熟
的
な
世
界
史
的
情
勢
も
關
蓮
し
て

「有
は
無
な
り
」

の
詭
辯
性
は
容
易
に
整

理
さ
れ
そ
う
も
な

い

と
見
ら
れ
る
冷
多
頭
の
怪
物

ヒ
ド
ラ
は

一
頭
を
切
れ
ば
、
切
口
か
ら
二
頭
を
生
み
出
す
と
紳
話
さ
れ
て
い
る
が
、
論
理
的
詭
辯
の
晦
澁

は
、

一
難
を
除
く
毎

に
二
難
、
四
難
と
い
う
よ
う
に
増
加

の
紛
糾
を
ぴ
き
出
す
。と
思
辨
と
し
て
の
宿
命

の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
.時
代
情

勢

の
諸
縁
と
結
合
し
、
う
た

x
増
大
す
る
と
い
う
關
係
に
立
つ
と
い
う
こ
と
に
も
注
意
を
向
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
牟

世
紀
に
わ
た
る

へ
ー

ゲ

ル
思
辨
に
依

る
佛
教
學
の
混
迷
も
、
理
由
が
な
い
の
で
は
な
い
。

こ
う
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
の
絡
り
で
あ
つ
た
。
雲
煙
過
眼
す
べ

き

で
は
な
く
、
確
實
な
歩
道
に
立
ち
歸
え
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ
ら
の
岐
路
低
迷
ゆ
、
畢
竟
佛
教

の
根
本
目
的
た
る
拔
苦
與
樂
の
切
實
な
要
求
が
閑
却
さ
れ
、
有
無

の
辯
證
、
概
念
の
遊
戯
、
學

術

の
職
業
化
に
、
あ
ま
り
に
も
深
入
り
し
す
ぎ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
學
進
む
に
從

い
、
解
釋
深
ま
る
に
從
い
、

離

苦
得
樂

の
解
睨
道
は
愈
遠
ざ
か
り
行
く
結
果
を
さ
え
見
せ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
起
信
論
は
製
作
の
因
縁
分
に
、
名
利
恭
敬
の
爲
に

あ
ら
す
と
こ
と
わ

つ
て
い
る
。
惠
ま
れ
た
時
代
の
情
義

で
も
あ
ろ
う
か
、
學
解
の
進
歩
と
共
に
、
著
し
く
名
利
恭
敬
を
持

つ
て
報

い
ら

れ
る
。
恩
寵
に
似
て
い
る
が
、
是
諸
佛
教
の
本
質
に
は
背
を
向
け
て
い
る
。

カ

ン
ト
の
形
式
化
思
辨
並
び
に
そ
れ
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
る
先
驗
哲
學

一
般
を
、

「哲
學
と
瓧
會
問
題
」

の
著
者

は
、
解
脱
の
實
踐
を

缺
く

の
で
、
不
毛
な
サ
ワ
ラ
の
沙
漠
に
譬

え
て
い
る
。
頂
門
の

一
箴
で
あ
る
。



a
s

獨
斷

を
離
れ
認
識
繕
成
的
に
實
在
を
擁
立
し
よ
う
と
す
る
佛
教
イ
デ
オ

・
ギ
ー
の
動
賑
は
正
し
い
。
け
れ
ど
も
外
的
な
誘
惑
に
ぴ
か

れ

て
主
觀
的
唯
心
論

の
弊
害

に
落
ち
た
事
實
を
見
落
す
わ
け
に
は
・な
ら
ぬ
。
誘
惑

に
落
ち
る
の
に
は
、
そ
れ
だ
け

の
弱
さ
が
ど
こ
か
に

伏
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
目
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

カ
ン
ト
的
叉
は
先
驗
主
義
的
な
形
式
性
に
ひ
か
さ
れ
、
苦
樂

の
實
感
を
よ
そ
に
し
、
概
念
と
形
式

と
の
穿
鑿

に
沒
頭
し
た
と
い
う
こ

と
も
、
元
來
拔
苦
與
樂

の
目
的
か
ら
出
發
し
た
佛
歡
と
し
て
は
、
む
だ
な
迂
回
路
を
歩
い
て
い
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
弊
害

も
亦
、
必
す
し
も
近
代
だ
け
の
弱
點
で
は
な
い
。
文
字
の
法
師
、
暗
證

の
禪
師
と
い
う
警
戒
的
標
語
は
中
世
紀
以
前
に
遡
る
こ
と
が
出

來

る
。
文
字
の
法
師
と
は
概
念
遊
戯
の
佛
教
學
を
警
戒
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
,知
識
と
は
何
ぞ
や
、
客
體
、
主
體
と
は
何
ぞ
や
を
課

題

に
し
て
言
葉
と
文
字
乏
を
詮
議
す
る
こ
と
で
あ
り
、
拔
苦
與
樂
の
目
的
が
識
閾
の
下
に
隱
れ
よ
う
と
す

る
傾
向

で
あ
る
。
」佛
教
學
の

形
式
化
、
概
念
化
そ
し
て
叉
衒
學
化
の
傾
向
も
、
た

貸
近
代
哲
學

の
外
縁
だ
け
か
ら
來
る
も
の
で
は
な
く
、
千
年
以
上
に
わ
た
つ
て
の

史
的
薫
習
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
渦
根
た
貸
外
に
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
内

へ
の
反
省
も

こ
の
際

こ
と
さ
ら
に
必
要
で

あ
る
。

矛
盾
止
揚

の

へ
ー
ゲ

ル
辯
證
の
蠱
惑
は
相
當
激
し
い
慘
禍
を
呼
ん
だ
が
、
主
觀
的
觀
念
的
の
弊
所
と
、
先
驗
形
式
論

の
形
骸
と
、
そ

れ

に
絡
む
に
佛
教
固
有

の
辯
證
法
を
以
つ
て
す
る
な
ら
ば
、
亠谷
易
に
概
念

の
詭
辯
的
遊
戯
に
進
む
こ
と
と
な

る
。
過
去
牛
世
紀

の
佛
歡

思
辯
史
叉

一
般
哲
學
思
想
史
を
回
顧
す
る
な
ら
ば
、
あ
ま
り
に
も
そ
の
足
蹟

の
は
つ
き
り
し
で

い
る
こ
と
に
驚
か

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

へ
ー
ゲ
ル
思
證
の
蠱
惑
に
於
て
佛
教
思
辨
學
は
文
宇
の
法
師
と
暗
證
の
禪
師
を
二
つ
な
が
ら
象
ね
備

え
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

文
字
の
法
師
的
な
辯
證
で
用
を
た
さ
な

い
場
合
は
暗
證
禪
師

の
腹
で
押
し
倒
し
、
暗
證
禪
師

の
朦
朧
と
晦
澁

で
通
じ
な
い
場
合
は
、
巧

佛
一教
思
一辨
學
の
鱒
皿系
的
苴
歴盤
に
つ
い
て

(小
笠
原
秀
實
〉

一
三
五
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知

の
詭
辯

に
依
る
文
字

の
法
師
に
依

つ
て
思
辨
を
納
得
さ
せ
る
と
い
う
便
宜
が
持
た
れ
た
。

敏
學
勃
興
し
て
人
間
苦
、
世
界
苦
愈
激
増
し
、
未
曾
有

の
世
界
史
的
危
險
を
豫
報
し
て
い
る
現
實
を
根
據
と
し
、
教
學
が
何
に
向
つ

て
進
ん
で
い
る
か
の
大
局
を
遙
に
凝
覗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

皿
、

「
顯
微

鏡

下
に
う

ろ

つ
く

ス

コ
ラ

ス
チ

シ
ズ

ム
の
幽

靈

」

r

「
苦
し
ま
な
か
つ
た
人

々
は
決
し
て
創
作
し
な
い
、

彼
等
は
た
貸
書
物
を
書
く
だ
け

'N
あ
る
J
.W
h
ey
w
h
o
h
ave
n
ot
su
ffered

n
e
v
e
r

c
r
e
a
t
e
;

t
h
e
y

o
n
l
y

w

r
i
te

b
o
o
k
s
.

こ
う
い
う
こ
と
を
曾
て
イ
プ
セ
ン
が
云
つ
た
と
い
う
。
人
間
價
値

に
値

い
す
る
も
の
は
、
必
す
苦
痛
か
ら
生
み
出
さ
脇
る
。
哲
學

の

究
竟
問
題
が
主
觀
、
客
觀
と

い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、

「
人
間

の
不
幸
」
と
い
う
前
掲
の
要
旨
が
、
こ
の
こ
と
に
も
反
映
す
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
が
悉
く
拔
苦
與
樂
の
根
本
定
立
を
確
め
る
と
共
に
、
如
來
清
淨
眞
實
義

の
目
的
を
顯
彰
す
る
。

2

「
死
ぬ
こ
と
以
外
に
、
入
聞

の
力
で
解
決
さ
れ
な
い
も
の
は

一
つ
も
な

い
」
と
い
う
古
諺
が
あ
る
。
生
と
死
は
生
理
現
象
で
あ
り
、

叉
自
然
現
象
で
あ
る
。

こ
れ
を
人
間
の
手
で
自
由
に
す
る
こ
と
は
出
來
な

い
。
け
れ
ど
も
人
爲
的
に
仕
組
ま
れ
て

い
る
も
の
、
人
間

の

思
考
に
於
て
組
立
て
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
か
ら
生
れ
る
不
幸
と
問
題
と
は
、
.人
間
の
手
で
悉
く
解
決
さ
れ

る
筈
の
も
の
で
あ
る

と

い
う
の
で
あ
る
。
相
當
大
膽
な
提
言
で
あ
り
、
ど
う
か
す
る
と
無
謀
の
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
内
容

に
立
入
り
、
認
識
批

制

的
に
、
そ
し
て
叉
認
識
構
成
的
に
詮
議
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
大
膽
無
謀
な
提
言
が
入
間
學
、
瓧
會
科
學
の
眞
髓

を
根
抵
か
ら
洞
察
し



て

い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
、
且
つ
驚
か
れ
る
。

生
存

に
關
す
る
諸
問
題
は
す
べ
て
紛
糾
を
重
ね
、
何
れ
も
容
易
に
解
決
さ
れ
そ
う
も
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
政
治
、
經
濟
上
の

鬪
爭
、
思
想
、
信
仰
に
關
す
る
封
立
的
反
感
、
そ
の
他
鐵
火
に
依

つ
て
解
決
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
國
際
的
紛
爭
、
こ
れ
は

入
間
の
宿
命

で
あ
り
、
且
つ
叉
歴
史
の
負
擔
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
重
荷
の
よ
う
で
あ
る
。
現
代
史

ぱ
最
も
不
蓮
な
宿
命
と
重
荷
の
も
と

に
置
か
れ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
段
階

に
立
つ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
調
根
を
精
密
に
探
索
す

る
な
ら
ば
、
結
局
ど

こ
か
に
偏
見

の
要
素
が
隱
れ
動
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
歸
着
す
る
。

經
濟
史
的
必
然
、
思
想
史
的
必
然
、
そ
し
た
必
然
な
る
も
の
を
數
え
あ
げ
る
な
ら
ば
無
數
に
及
ぶ
で
も
あ
ろ
う
。
必
然
と
い
う
か
ら

に
は
何
う
に
も
な
ら
ぬ
と
い
う
推
理
が
加
つ
て
い
る
。

こ
の
何
う
に
も
な
ら
ぬ
と
い
う
推
理
が
、
眞
實
に
何
う
に
も
な
ら
ぬ
の
か
、
叉

何
か
の
偏
見
が
加
味
さ
れ
て
い
る
の
で
何
う
に
も
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
自
由
は
人
間
の
本
質
で
あ
る
。
た
と
い
鐵
火

に
訴
え
て
も
、
又
原
爆
を
動
か
し
て
も
護
り
拔
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
も

一
つ
の
彊
い
必
然
で
あ
る
。
翻
つ
て

こ
の
こ
と
を
考

え
直

し

て
み
る
と
、
人
間
の
本
質
と
い
う
よ
う
な
立
派
な
も
の
が
、
な
ぜ
鐵
火
と
い
う
よ
う
な
不
吉
不
鮮

の
も
の゚
で
護

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
、

方
法
に
不
吉
不
群
が
あ
る
限
り
目
的
そ
の
も
の
に
も
同
じ
性
質
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
が
詮
議
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
佛
教

實
踐
道
の
根
本
と
い
わ
れ
て
い
る
八
正
道
は
、
正
の
字

の
つ
く
も
の
ば
か
り
八
つ
並
べ
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
目
的

が
正
で
あ
る
と
共
に

方
法
の
す
べ
て
が
正
に
な
つ
て
い
る
。
方
法
と
し
て
、
手
段
と
し
て

一
時
的
に
邪
が
認
.め
ら
れ
て
も

い
x
と
い
う

の
が
根
本
義

で
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。

「
目
的
は
手
段
を
禪
聖
に
す

る
」
と
い
う
道
徳
學
的
提
言
は
有
名
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
不
正
手
段
を
使
用
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
點
に
於
て
、
主
體
か
客
體
か
、
敵
か
味
方
か
、
何
れ
か
に
そ
し
て
叉
兩
方
か
に
偏
見
と
無
智
と
無
明

と
が
伏
在
し
て
い
る

と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

佛
教
思
辨
學
の
體
系
的
基
盤
に
つ
い
て

(小
笠
原
秀
實
)
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無
智
、
偏
見
の
修
正
に
は
知
と
正
見
と
に
依
り
、
考
究
討
議

の
結
果

一
致
點
を
見
出
す
こ
と
の
出
來

る
は
す
の
も
の
で
あ
る
。
殊
に

瓧
會
科
學
的
鬪
爭
は
や
利
釜
の
分
配
に
關
係
す
る
も
の
で
あ
り
凸
公
夲
と
老

え
ら
れ
る
利
釜
を
相
互
に
求
め
合
う

の
で
あ
る
。
公
卒
と

は
何
か
、
こ
れ
は
合
理
的
な
知
性
が
冷
靜

に
究
明
す
る
課
題
で
あ
り
、

こ
の
根
本
に
は
必
す
入
類
全
體
に
わ
た
る
人
格
尊
嚴

の
干
等
要

求
が
存
立
し
て
い
る
。
こ
の
存
在
を
正
し
く
展
開
さ
せ
る
哲
學
は
瓧
會
科
畢
的
眞
理
に
適
應
し
、
や

N
迂
曲
す
る
も

の
は
人
間
と
し
て

の
眞
理
に
背
く
。

M

ス
ピ
ノ
ー
ザ
に
依

る
な
ら
ば

「
我

々
が
我

々
の
感
情
を
よ
く
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
制
御
さ
れ
や
す
s
,J

(H
tliics,
b
k.V
,
p
rop
.
3
.
cor.)

と
い
う
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
次
の
よ
う
な
老
が
ぴ
き
出
さ
れ
て
い
る
。

「
感
情
は
受
動
的
で
あ
る
。
制
御
は
力
で
あ
る
。
知
識

が
制
御
を
持
來
た
す
。
制
御
が
自
由
を
持
來
た
す
。
自
由
は
賜
物

で
は
な

く
、
勝
利
で
あ
る
。
知
識
と
制
御
と
自
由
と
力
と
徳
と
、

こ
れ
ら
は
全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
。
自
然
を
支
配

す
る
人
間
の
國
が
來

る
前
に
、
人
自
身
を
支
配
す
る
國
、
協
同
が
來
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
成
就
は
は
つ
き
り
し
た
正
見
と
統
合
さ
れ
た
目
的
と
か
ら

生
れ
る
の
で
あ
つ
て
、

慾
望
な
る
泥
水
の
激
湍
に
立
つ
泡
沫
に
す
ぎ
な
い
行
動
か
ら
生

れ
る
の
で
は
な
い
。J
(P
h
ilosoph
y
an
d

th
e
social
prob
lem
,
p
.
100

知
識
と
制
御
と
自
由
と
力
と
徳
と
が

一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
ス
ピ
ノ
ー
ザ
思
想

の
把
握
は
要
領
的
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

が
佛
教
並
び
に
佛
教
學

の
根
本
と
も

一
致
し
、
更
に
叉
拔
苦
與
樂
の
根
本
義
に
集
中
さ
れ
で
行
く
。
行
動
そ
れ
は
無
論
重
要

で
あ
る
が

正
見
を
離
れ
、
拔
苦
の
目
的
を
は
つ
き
り
さ
せ
な
い
限
り
泥
水
激
湍
の
泡
沫
(
…
a
c
tio
in
s
th
a
t
a
re
U
u
t
b
u
b
U
les
o
n
th
e
m
u
d
d
y



量
覧
山
の
o
㌦
伽
①ψ罵
¢)
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
0

4

す
べ
て
,過
去

の
回
顧
、
復
興
、

レ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ

ン
に
耽

つ
た
時
代
よ
り
も
、
未
來

へ
の
可
能
を
要
望
し
た
時
代
に
、
思
想
は
偉
大

な
も
の
を
見
出
し
且
つ
建
設
し
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
歴
史
的
回
顯
、
史
觀
の
詮
議
な
ど
も
、
未
來
要
望
の
不
可
缺
な
指
針
と
し
て
求

め
ら
れ

る
場
合
に
、
理
論
的
任
務
は

一
層
重
大
で
あ
る
。
回
顧
、
復
興
が
無
用
な
の
で
は
な
い
、
現
實
と
未
來
と
を
企
劃
す
る
指
針
と

し

て
重
要

で
あ
る
。
十
八
世
紀
は
回
顧
よ
り
も
要
望
の
時
代

で
あ
つ
た
。
十
九
世
紀
中
葉
よ
り
は
そ
れ
ら
の
破
綻

と
修
理
と
に
忙
殺
さ

.れ
た
の
で
あ
り
、
十
世
紀
前
牛
は
そ
の
蓮
綾
と
し
て
大
牛
は
戰
爭
と
前
後

の
紛
糾
に
絡

つ
た
。
歴
史
は
最
大
の
苦
痛
を
表
示
し
て
い
る

に
も
か

N
わ
ら
す
、
認
識
迂
回
路
の
た
め
に
、
そ
し
て
叉
教
養

の
錯
誤
政
策
の
た
め
に
、
未
來

へ
の
要
望
と
人
間
性
そ
.の
も
の
の
追
求

と

が
表
面
化
し
て
、
中
心
部
の
周
圍
に
低
迷
し
て
い
る
の
感
を
懐
か
せ
る
。
知
性
は
昂
揚
の
姿
だ
け
を
見
せ
て
本
質
は
あ
ら
ぬ
方
に
脱

出
し
て
い
、る
。
哲
學
の
名
は
交
化
の
玉
座
的
地
位
を
持

つ
に
も
拘
ら
す
、

モ
ザ
イ
ッ
ク
な
接
合
か
、
で
な
け
れ
ば
、

ス
コ
ラ
學
派
的
な

文
字
法
師
を
現
象
し
て
い
る
。

科
學
は
す
べ
て
特
殊
化
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
切
れ
切
れ
の
領
土
を
築
き
經
理
し
、
全
人
間
、
全
性
靈
の
綜
合
的
統

一
と
目
的
と
を
與
え

な

い
。「

ス
コ
ラ
ス
チ

シ
ズ
ム
の
幽
靈
が
科
學
の
世
界
に
於
け

る
顯
微
鏡
と
試
驗
管

と
を
う
ろ
つ
き
ま
わ
つ
て
い
る
。」
(Iげ
id
・
p
°
◎◎ω
)

激
し
い
批
評
で
は
あ
る
が
、
事
實
に
適
應
し
て
い
る
限
り
耳
を
傾
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

5

「
科
學
は
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
、
哲
學
は
目
的
を
明
ち
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
科
學
は
報
昔
す

る
、
哲
學
は
組
織
し
な

佛
一教
思
㎜辨
學
の
髀
系
的
甘圧
盤
に
つ
い
て

(小
笠
原
秀
管
ハ)
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

哲
學
.者
と
は
彼
自
身
を
觀
察
す
る
人
で
あ
る
。

哲
學

の
瓧
會
的
機
能
は
瓧
會
を
觀
察

す
る
こ
と
で
あ
る
。」

(
I
b
i
d
.
p
°
bO
bO
H
)

目
的
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
哲
學

の
任
務
は
叉
畢
竟
す
べ
て
の
知
性
的
な
働
き
は
、
拔
苦
與
樂
で
あ
る
ご
と
を
標
示
す
る

に
あ
る
と
い
う
ご
と
に
歸
着
す
る
。
こ
れ
に
反
し
、
苦
樂
は
感
覺
的
材
料
に
す
ぎ
な
い
、
か

乂
る
も
の
に
か

二
わ

る
の
は
俗
學
で
あ
る
、

こ
れ
ら
を
離
れ
先
驗
的
形
式
の
確
實
性
の
み
を
取
扱
う
の
が
純
粹
思
辨

の
哲
學
で
あ
る
。

こ
う
し
た
カ

ン
ト
的
原
則
が
、
い
か
に
多
く

拔

苦
與
樂

へ
の
基
本
要
求
を
迂
回
さ
せ
た
か
、
そ
し
て
文
字
の
法
師
を
全
哲
學
思
想
界
に
多
く
塗
り
出
し
た
か
、
思
え
ぱ
思
想
史
的
暗

澹
事

で
あ
る
。
拔
苦
與
樂
を
教
組
に
頂
く
佛
教
思
辨
學
は
あ
ら
ゆ
る
哲
學
的
思
想
傾
向
に
先
行
し
て
最
初
に
教
組

の
意
の
あ
る
と
こ
ろ

を
汲
み
、
そ
し
て
眞
理

へ
の
綜
合
的
考
究
に
す

乂
む
べ
き
で
あ
る
。
特
に
聖
な
る
理
念
を
擁
立
し
、
宗
教
的
城
廓

の
壁
を
高
く
し
て
、

職
業
的
特
殊
化
の
道
を
選
ぶ
要
は
な
い
。
先
驗
原
理
の
是
非
如
何
に
拘
ら
す
、
全
法
界
衆
生
の
拔
苦
與
樂
を
實
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

は
す
で
あ
る
。
上
求
、
下
化
こ
の

一
事
に
つ
き
る
。

全
法
界
の
安
寧
と
各
の
人

女
の
心
靈
に
安
靜
の
實
現
し
な
い
限
り
、
文
字
の
辯
證
法
的
瓧
會
科
學
者
と
暗
證
の
フ
ァ
シ
ス
ト
的
全
體

主
義
者
が
い
か
に
無
理
押
し
に
押
そ
う
と
も
、
是
諸
佛
教
の
本
旨
に
は
添
わ
な
い
の
で
あ
る
。

　

'
D
iv
id
e
e
t
iin
p
e
ra

　

個
を
離
れ
て
全
體
は
な
く
、
叉
全
體
を
離
れ
て
個
は
な
り
立
た
な
い
。
協
同
體
、
組
織
體
乏
い
う
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も

一

般
常
套
語
に
な
つ
て
い
る
こ
の
表
現
が
、
單
純
な
形
式
關
係
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
性
靈

の
實
質
的
交
換

の
絡
り
に
於
て
相
互



の
取
り
遣
り
を
相
關
的
に
規
定
し
て
、
眺
め
合
わ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
全̀
體
の
幸
幅
な
る
も
の
、
解
脱
な
る
も
の
が
、
個

汝
の
人

女
の

淨
悦
解
脱
か
ら
離
れ
て
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
離
れ
る
こ
と
が
全
體
主
義
の
缺
陷

で
あ
り
、
つ

い
こ
の
頃
ま
で
の
經
驗
で
我

々
は
そ
の
過
失
を
廠
感
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
叉
限
ら
れ
た
個
躍
人
の
解
脱
淨
輻

の
た
め
に
、
殘
さ
れ
た
他
の
す

べ
て
が
苦
難
の
犧
牲

に
な
ら
ね
ば
怨
ら
ぬ
と
い
う
の
も
是
諸
佛
歡
で
は
な
い
。
自
利
の

一
邊
に
片
寄

つ
て
相
互
協
同
の
完
成
性
を
離
れ

る
か
ら
で
あ
り
、
又

實
に
偏
狹
利
己
主
義
の
弊
に
落
ち
る
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
悪
徳
の
根
本
と
數
え
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

個
と
全
と
は
實
質
的

に
、
叉
苦
樂
の
關
蓮
の
上
に
相
互
を
眺
め
合
せ
、
亭
等
と
均
衡
と
を
護
り
擁
立
し
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

上
求
と
下
化
と
が
叉
同
じ
よ
う
に
相
關
的
に
眺
め
合
せ
ら
,れ
る
。
上
求
完
成
し
て
後
、
徐

々
と
し
て
下
化
に
向

う
と
い
う
こ
と
は
、

思
考

の
順
序
で
は
あ
る
が
、
條
件
と
目
的
と
の
複
雜
な
關
係
に
於
て
、

一
義
的
に
解
釋
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
。

上
求

へ
の
精
進
は
委
當
な
條
件
を
必
要
と
す

る
。
惡
條
件
下
、
又
逆
縁
の
妨
害
中
に
在
り
な
が
ら
勇
猛
精
進
す

る
の
は
立
派

で
は
あ

る
が
、
好
ん
で
惡
條
件
を
求
め
る
必
要
は
な
い
。
捨
家
棄
欲
の
出
家
道
は
上
求
の
た
め
の
委
當
條
件
を
求
め
、
歡
團
和
合
生
活

に
入
ゑ

こ
と
で
あ
る
。
俗
縁
に
絡
り
な
が
ら
尚
よ
く
上
求
を
逹
成
す
る
と
い
う
の
は
、
主
觀
的
觀
念
論
が
實
踐
化
さ
れ
る
場
合

の
提
言
で
あ
為

が
、
濁
流
に
臨
ん
で
清
水
を
汲
も
う
と
す
る
難
事

で
あ
る
。

こ
の
點
に
於
て
出
家
道
は
望
ま
し
い
。
.け
れ
ど
も
複
合
化
せ
る
現
代
皮
上

の
實
相
と
し
て
、
出
家
道
が
世
間
道
か
ら
全
く
遮
斷
さ
れ
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
云
わ
ば

ユ
ー
ト
ピ
ア
的
理
想
國

が
歡
團
で
あ
る
。

ユ
,

ー
ト
ピ
ア
集
團
に
は
高
貴
な
意
味
が
み
る
。
す
べ
て
組
織
の
發
生
は
最
初

ユ
ー
ト
ピ
ア
的
た
る
の
で
あ
る
。
世
界
革
命
の
提
唱
に
先
行

し

て

一
國
革
命

の
唱
導
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
も
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
去
え
ば
い
わ
れ
る
。
教
團
も

ユ
ー
ト
ピ
ア
的

で
あ
る
が
、

一
層
進

歩
す
る
と
な
れ
ば
、
全
法
界
が
崇
高
な
人
間
の
理
想
を
上
求
、
精
進
す
る
理
想
集
團
と
な
ち
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
目
標
を
達
成
す
る
爲

に
上
求
と
下
化
と
が
常
に
相
關
的
に
手
を
つ
な

い
で
進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
同
發
菩
提
心
と
は
こ
の
間
に
於
け
る
緊
密
な
結
合

佛
教
思
辨
學
の
體
系
的
基
盤
に
つ
い
て

(小
笠
原
秀
實
)

一
四

一



東

洋
卜學

論

叢

一
四
二

標
示

で
あ
る
。

す

べ
て
切
り
離
す

こ
と
や
、
そ
し
て
叉
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
が
抽
象
化
の
も
と
と
な
り
、
形
式
化
し
、
外
貌
化

し
て
、
如
來
清
淨
の

眞

實
義
を
喪
失
す
る
σ

r

2

「
分
ズ
統
御
せ
よ
」
U
オ
哉
①
①
二
旨
℃
①.9

こ
れ
は
國
家
統
御

の
要
訣
と
さ
れ
た
。

ナ
ポ
ー

レ
オ
ン
の
戰
術
が
叉
こ
れ
で
あ
つ
た
と

も

い
わ
れ
て
い
る
。
.蓮
合
軍
を
敵
と
し
て
戰
つ
た
ナ
ポ
ー
レ
オ
ン
は
、
常
に
蓮
合
軍
の
接
續
部
分
に
切
込
む
こ
と
に
し
た
。
弱
所
で
あ

・
る
か
ら
混
亂
が
激
し
く
ぴ
き
起
さ
れ
る
。
こ
れ
に
乘
じ
て
主
力
を
邊
り
、
容
易
に
勝
を
制
す
る
と
い
う
戰
法
で
あ

つ
た
。
近
代
に
於
け

る
諸
文
化
の
特
殊
化
、
専
門
化
'
sp
ec
ializatio
n
は
、
意
あ
つ
て
か
、
叉
意
な
く
て
か
、

こ
の
戰
術
の
方
針
に
な
つ
て
い
る
と
見
ら

れ

る
。

近
代
諸
政
體
、
諸
政
綱
、
諸
政
策
に
は
特
に
稱
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
功
績
は
甚
だ
多

い
。
民
主
的
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
功
績
的

で
あ
る
。
然
し
ご
れ
と
共
に
統
御
と
權
力
の
擁
立
と
に
は
相
當
の
苦
心
が
拂
わ
れ
て
い
た
。
意
識
的
か
、
無
意
識

的
か
、

「
分
て
統
御

せ
よ
」
が
機
繕

の
中
心
に
な
つ
て
い
た
。

プ
ラ
ト
ー
ン
的
な
紳
話
の
解
釋
に
依
る
と
、
人
間
は
も
と
男
も
な
く
、
女
も
な
く
、°
全

一
の
完
全
體
と
し
て
叡
智
を
求
め
た
。
そ
の

向
上
力
は
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
つ
た
。
紳

の
玉
座
を
さ
え
動
か
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
憂
慮
さ
れ
た
神

は
こ
の
全

一
體
を
二

つ
に
切
つ
て
分
け
ら
れ
た
。
こ
の
分
離
に
依
つ
て
各

の
牛
分
は
相
互
に
他
の
全
分
を
求
め
合
う
こ
と
に
依
つ
て
、
紳

へ
の
向
上
を
や
め

た
。
そ
れ
が
性
愛
で
あ
る
と
い
う
。
た
あ

い
な
い
祚
話
物
語
で
あ
る
が
、
人
間
史
向
上
の
上
求
菩
提
を
あ
ら
ぬ
方

に
誘
導
す
る
方
法
と

し

N
'
文
化
(1

sp
e
ci巴
izatio
n

が
生
れ
た
と
い
う
原
理
を
哲
學
す
る
こ
と
が
出
來

る
。



5

カ
ン
ト
は
眞
善
美
の
體
系
を
組
織
し
た
。
そ
れ
の
影
響
力
は
大
き
く
、
今
日
に
さ
え
も
及
ん
で
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
體
系
が
嚴
密

に
組
織
性
を
持
つ
こ
と
に
な
つ
て
い
る
か
、
や

玉
も
す
れ
ば

モ
ザ
イ
ッ
ク
性

の
接
合
で
は
な
い
か
、
こ
の
點
疑
惑

が
絡
み
合
う
の
で
あ

る
Q實

踐
理
性
の
優
位
は
善

の
系
統
的
優
越
を
示
す
も
の
と
し
て
體
系
化
さ
れ
て
い
る
。
然
し
純
粹
理
性
と
實
踐
理
性
と
の
間

に
掘
ら
れ

て

い
る
裂
け
目
は
、
單
純

に
系
統
的
統

一
を
持
ち
得
る
ほ
ど
調
和
的
の
も
の
で
は
な
い
は
す
で
あ
る
冷

一
つ
は
現
象
他
は
本
體
を
取
り

扱

う
の
で
あ
る
が
、
現
象
と
本
髓
と
の
結
合
が
カ
ン
ト
思
辨
に
於
て
容
易
に
結
び
あ
わ
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
叉
有

限

と
無
限
を
の
關
係

で
あ
る
。
現
象
は
有
限
、
本
體
は
無
限
で
あ
る
が
、
有
限
の
絡
る
と
こ
ろ
、
無
限
の
始
る
と

こ
ろ
を
規
定
す
る
の

は
困
難
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
自
ら
先
驗
辯
證
論

で
難
事
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
叉
そ
れ
は
相
封
と
絶
封
と
の
關
係

と
し
て
も
取
扱
わ
れ
る
。
現
象
は
相
封
、
本
體
は
絶
封
で
あ
る
が
、
、相
封
の
終
る
と
こ
ろ
、
絶
封
の
始

る
と
こ
ろ
も
亦
同
じ
よ
う
に
解

決
さ
れ
難

い
も
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
相
容
れ
な

い
二
つ
の
も
の
を
並
べ
擧
げ
て
、
こ
れ
を
結
合
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
任
務

を
受
け
て
登
場
す
る
も
。の
が
純
粹
意
志
の
要
請
で
あ
る
。
要
請
の
奪
重
に
依
つ
て

一
應
實
踐
理
性
の
優
位
は
き
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

合
理
的
に
納
得
さ
れ
る
と
し
て
は
完
企
で
な
い
。

こ
れ
が
完
全
で
あ
る
な
ら
ば
第
三
批
判
と
し
て
の

コ
判
斷
力
批
判
」
に
依
る
美
の
理

想
提
唱
と
な
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
二
つ
の
も
の
の
裂
け
目
を
繋
ぐ
も
の
と
し
て
第
三
批
判
が
現
わ
れ
て
い
る
點
よ
り
す
れ
ば
、

系

統
的
組
織
に
向

つ
て
と
に
か
く
重
大
な
難
關
が
あ
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
第
三
批
判

の
美
に
依
り
、
叉
結
合
能
力

セ
表
示
す

る
判
斷
力
な
る
も
の
に
依
つ
て
結
ば
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
間
に
モ
ザ
イ
ッ
ク
的
な
集
合
關
係
が
存
立
し
て
い
る
ご
と

を
見
落
す
こ
と
は
出
來
な
い
。

佛
歡
思
辨
學
の
體
系
的
基
盤
に
つ
い
て

(小
笠
原
秀
實
)
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善
は
目
的
自
體
で
あ
る
が
、
美
は
目
的
な
く
し
て
而
も
目
的
あ
る
が
如
き
容
貌
を
持
つ
點
に
於
て
合
目
的
性
の
名
が
與
え
ら
れ
、
そ

れ
が
先
天
原
理
と
な
つ
て
自
然
と
自
由
と
を
繋
ぐ

こ
と
に
な
σ
て
い
る
。
組
織
化
で
は
あ
る
が
概
念
關
係

の
接
合

に
す
ぎ
な
い
。
生
命

の
實
感
、
内
性
の
具
體
的
事
實
よ
り
す
れ
ば
、
抽
象
的
、
形
式
的
で
あ
り
、
つ
ま
リ

モ
ザ
イ
ッ
ク
的
な
接
合
に
す
雀
な
い
。
知
情
意
の

配
當
關
係
よ
り
す
る
も

こ
の

モ
ザ
イ
ッ
ク
性
を
離
れ
る
こ
と
は
出
來
な
い
。

こ
の
傾
向
が
既
に

好
ま
し
か
ら
ぎ

る
先
驗
的

な
特
殊
專

門

化

馨
o甑
巴
言
9江
o
づ

の
道
を
開

い
て
い
る
の
で
あ
る
。

4

カ
ン
ト
體
系
の
成
立
は
殆
ん
ど
佛
蘭
西
革
命
行
進
期
と
時
を
同
じ
く
す
る
。
革
命
は

一
七
八
九
年
に
始

つ
て
數

年
の
經
過
を
見
せ
た

が
、
カ

ン
ト
の
歿
.年
は

一
八
〇
四
年
で
、
ナ
ポ
ー
レ
オ
ン
が
印
位
し
た
年
に
あ
た
る
。

こ
の
歴
史
的
行
進
性
と
眺

め
合
せ
、
文
化

の
ス

ペ

シ
ァ
リ
ジ
ェ
ー
シ
ョ
ン
が
何
を
意
味
し
、
何
を
結
果
す
る
で
あ
ろ
う
か
の
動
向
を
讀
み
と
る
こ
と
は
、
思
索
と
環
境
條
件
と
の
綜
合

觀

察
に
と
つ
て
看
過
さ
れ
な
い
事
象
に
屬
す
る
。

十
九
世
紀
の
思
想
史
並
び
に
世
界
史
は
牛
は
正
叉
牛
は
錯
誤

で
あ
つ
た
。
錯
誤

の
重
な
る
も
の
と
し
て
は
、
文
化

の
特
殊
分
割
性
、

專
門
職
業
化
性
を
擧
げ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
依
つ
て
、
人
間
各
自
の
究
竟
目
的
た
る
拔
苦
與
樂
も
識
野

の

一
隅
に
押
し
こ
め

ら
れ
、
又
全
枇
會
機
構
皮
と
し
て
も
如
來
清
淨
眞
實
義
の
拔
苦
與
樂
が
、
あ
ら
ぬ
.姿
に
變
貌
し
た
り
、
衰
弱
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
然

に
遘
遇
し
た
の
で
あ
る
。5

抽
象
的
思
辨
學

の
形
式
化
傾
向
は
別
と
し
て
、
近
代
産
業
な
る
も
の
は
決
し
て
苦
樂
を
閑
却
す
る
も
の
で
は
な
が

つ
た
。
む
し
ろ
快

樂

主
義
的
動
向
に
刺
衝
さ
れ
て
産
業

の
膨
大
な
る
組
織
を
持

つ
た
。
そ
の
點
に
於
て
形
式
主
義
思
辨
學
、
嚴
肅
的
倫
理
主
義
を
尻
目
に



か
け
、
更
に
嘲
笑
を
さ
え
ま
じ
え
て
活
撥
に
の
び
あ
が
つ
た
。
唯
物
的
な
惡
魔
性
の
冷
笑
の
間
に
、
快
樂
主
義
的
産
業
は
法
界
有
情
の

,

歡
樂
を
そ

玉
り
高
め
た
。
文
化

の
ス
ペ
ジ

ア
リ
ジ
ェ
ー
シ
ョ
ン
も
こ
れ
と
深

い
關
係
が
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
の
操
縱
す
る
で
あ
ろ
う

一

つ
の
糸
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
か
く
て
文
化
は
綜
合
的
な
拔
苦
與
樂
の
目
標
を
見
守
る
こ
と
を
忘
れ
、
"眞
は
眞
、
善
は
善
と
い
う
よ
う
に

各

の
形
式
を
逍
求
す
る
と
共
に
、
努
力
に
應
じ
て
與
樂
の
報
酬
を
受
け
る
こ
と
に
な
つ
た
°
d
iv
id
e
e
t
im
p
era
が
ナ
ポ
ー
レ
オ
ン
の

戰
術
と
全
く
別
の
方
途
に
於
て
そ
の
勝
利
を
見
せ
た
。
近
代
生
活
叉
は
世
紀
末
的
爛
熟
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
こ
れ

で
あ

り
、
そ
れ
は
更

に
現
代
史
的
な
紛
糾
に
と
複
合
化
し
て
來

て
い
る
の
で
あ
る
。

6

苦
樂
の
實
感
を
忘
れ
な
か
つ
た
こ
と
、
そ
し
て
む
し
ろ
そ
れ
を
尊
重
し
た
こ
と
が
近
代
産
業
の
功
績

で
あ
り
叉

そ
の
使
命

で
あ
つ
た

と

い
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
苦
樂
の
本
質
に
關
し
、
又
そ
の
行
き
わ
た
る
範
圍
に
關
し
て
、
錯
誤
性
が
含
ま
れ
て
い
た
。
樂
は
同
じ
よ
う

に
樂
と
呼
ば
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
寂
滅
爲
樂
の
樂
で
は
な
か
つ
た
。
生
滅
を
滅
し
已
ら
ざ
る
前
の
生
滅
界
に
於
け
る
感
覺
的
樂
で
あ

り
、
刹
那
的
そ
し
て
又
排
他
傷
害
性
の
あ

る
樂
で
あ
つ
た
。
薪
木
に
火
を
つ
け
、
風

に
向
つ
て
行
け
ば
や

x
温
か

で
は
あ
る
が
、
や
が

て
は
手
を
燒
か
ね
ば
な
ら
ぬ
性
質
を
含
む
た
ち
の
も
の
で
あ
つ
た

(四
+
二
章
經
)。

手
を
燒
く
苦
し
さ
を
他
に
轉
嫁
し
よ
う
と
い
う
こ

と
が
當
然
戰
爭
を
誘
發
す
る
。
現
代
皮
は
こ
の
こ
と
の
記
録
で
あ
る
。

質
の
灣
曲
化
が
叉
當
然
量

へ
の
歪
み
を
み
せ
る
。
甼
等
施

一
切
、
同
發
菩
提
心

へ
の
如
來
清
淨
眞
實
義
を
顯
示
し
よ
う
と
は
し
な

い
。

畢
竟
拔
苦
與
樂
の
根
本
目
標
が
あ
ら
ぬ
方
に
そ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
修
正
す
る
だ
け
の
哲
學
が
缺
乏
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

と
れ
は
單
に
佛
歡
並
び
に
佛
教
、學
の
怠
慢
に
歸
す
べ
き
で
は
な
く
、
哲
學
全
般
並
び
に
思
想
學

一
般
、
特
に
瓧
會
科
學
、
入
間
學
に
關

す

る
探
究

の
不
完
全
性
に
歸
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

・佛
歡
思
辨
學
の
體
系
的
基
盤
に
つ
い
て

(小
笠
原
秀
實
)

一
四
五
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強

い
て
云
え
ば
、
、拔
苦
與
樂
を
最
も
明
確
に
先
頭
に
掲
げ
て
法
鼓
を
鳴
ら
し
た
轍
祀
佛
陀
の
示
歡
を
受
け
な
が
ら
、
室
し
く
外
縁
を

た

の
み
、
盧
妄
に
追
從
し
て
自
省
せ
す
、
更
に
解
脱
の
た
め
に
自
策
自
勵
し
な
か
つ
た
佛
歡
學
に
於
て
、
正
に
波
羅
夷
、
根
本
罪
に
相

當
す

る
。

V
、

思

辨

體

系

の

略

圖

式

r
-

佛
歡
に
は
瓧
會
政
策
が
無
か
ろ
う
、
政
治
、
經
濟
の
學
が
無
か
ろ
う
、
そ
し
て
叉
佛
陀
は
菩
提
樹
下
で
瞑
想
に
耽
る
ば
か
り
で
あ
つ

た

か
ら
實
踐
が
無
か
ろ
う
、
術
あ
れ
が
無
か
ろ
う
、

こ
れ
が
無
か
ろ
う
と
注
意
さ
れ
て
い
る
。
素
直
に
無

い
も
の
を
求
め
て
缺
陷
を
補

う

と
い
う
ご
と
も
無
論
願
わ
し
い
ご
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
何
が
無
く
と
も
、
拔
苦
與
樂
の

一
原
則
が
あ
る
こ
と
は
、
凡
百
の
す
べ
て

を
備
え
て
い
る
百
科
辭
書
的
存
在
よ
り
も
も
つ
と
有
力
で
あ
る
。

實
を
い
う
と
佛
教
は
八
萬
四
千
の
法
門
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
隨
分
古
代
か
ら
の
八
萬
四
千
で
あ
る
、
時
を
經
る
に

從

つ
て
ど
れ
だ
け
獪
え
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

八
萬
四
千
も
所
羯
の
機
類
の
數
に
樹
應
し
て
と
い
う
こ
と
に
な

つ
て
い
る
。
.こ
れ
も

多
量
に
増
え
て
い
る
は
す
で
あ
る
。

マ
ル
キ
シ
ス
ト
も
ト

レ
ツ
キ
ス
ト
も
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ー
キ
も
ナ
チ
ス
も
、

フ
ァ
シ
ス
ト
も
、
そ

し

て
叉
チ
ト
イ

ス
ト
な
ど
も
所
封
の
機
と
し
て
八
萬
四
千
中
に
は
無
い
と
見
る
の
が
穩
か
で
あ
る
。

八
萬
四
千
の
諸
要
素
を

コ
ン
バ
イ

ン
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
み
な
ら
す
、
未
來

に
現
は
れ
る
で
あ
ろ
う
殆
ん
ど
す
べ
て
の
諸
機
を
網
羅
す
る
と
も
老
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
然
し
そ
う
し
た
こ
と
は
す
べ
て
驢
事
馬
事
で
あ
る
。

最
も
良
く
な
い
こ
と
は
、
拔
苦
與
樂
の

一
原
理
を
正
し
く
實
現
す
る
こ
と
に
依

つ
て
、
八
萬
四
千

の
法
門
が
す

べ
て
正
し
く
統
理
さ



れ
、
活
撥
に
上
求
と
下
化
と
を
誘
導
す
る
の
で
あ
る
の
に
、

こ
れ
を
看
過
し
て
、
不
幸
に
も
八
萬
四
千
の
法
門
を
、
系
統
な
き
、
そ
し

て
叉
索
引
の
な
い
百
科
辭
書

の
部
類
た

し
て
し
ま
つ
た

こ
と
で
あ
る
。
體
系
性
の
強
い
佛
教
思
辨
學
で
あ
ゆ
な
が
ら
、
無
明
か
ら
の
錯

誤

に
陷

つ
た
の
で
あ
る
。2

大
藏
之
い
う
こ
と
の
辭
書
的
解
釋
を
見
る
と
、
下
、
生
死
よ
り
上
、
涅
槃
に
到
る

一
切
を
含
む
の
で
大
藏
と
い
う
の
だ
と
規
定
し
て

い
る
。
生
死
と
浬
槃
と
に
含
ま
れ
な
い
も
の
は
何

一
つ
あ
ろ
う
は
す
が
な
い
。
政
治
經
濟
そ
し
て
瓧
會
政
策
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
生
死

流
轉
界
の
現
象
整
理
で
あ
り
、
部
分
的
な
、
小
範
圍
に
於
け
6
拔
苦
與
樂
の

一
時
的
使
命
を
果
さ
う
と
し
て
い
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

い
ろ
い
ろ
模
索
さ
れ
、
組
織
さ
れ
て
い
る
が
、

つ
ま
り
は
そ
れ
ら
は
多
く
昨
是
今
非
に
な
り
易

い
。
世
界
史
的
動
亂
期
に
あ
た
っ
て
こ

こ
の
困
難
は

一
層
激
化
し
て
い
る
。

〒知
識
と
情
慾
制
服
力
と
自
由
と
徳
と
は
ス
ピ
ノ
ー
ザ
に
於
て
同

一
の
も
の
で
あ
る
ご
と
を
上
に
見
た
の
で
あ
る
。
・拔
苦
與
樂
も
亦
、

知
識
に
依

つ
て
苦
の
根
源
を
知
る
こ
と
、
樂
の
正
閏
、
正
邪
を
見
わ
け
る
こ
と
、
そ
し
て
正
し
か
ら
ざ
る
す
べ
て
の
も
の
を
克
服
す
る

こ
と
に
歸
す
る
。
そ
れ
は
や
が
て
内
性
の
眞
の
自
由
で
あ
り
、
生
き
行
く
力
で
あ
り
、
更
に
協
同
の
本
義
を
完
全

に
進
め
て
行
く
徳
の

名

に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
又
自
覺
覺
他
、
覺
行
窮
滿
と
し
て
完
全
人
格
を
表
示
す
る
。
自
覺
は
我
が
拔
苦
與
樂
で
あ
り
、
覺
他
は
他
の
人

々
す
べ

て
を
拔
苦
與
樂
さ
す
こ
と
で
あ
り
、.
覺
行
窮
滿
は
こ
の
こ
と
の
完
成
で
あ
る
。

こ
の
原
則
に
包
攝
さ
れ
な
い
佛
歡

も
な
く
、
更
に
叉
全

文
化
諸
部
門
も
あ
り
得
な
い
。
こ
の
大
局
を
見
る
こ
と
に
依

つ
て

「
分
て
統
御
せ
よ
」
の
欺
瞞
的
政
治
性
の
呪

い
を
睨
す
る
こ
と
が
出

,

來
る
。

佛
歡
思
辨
學
の
體
系
的
基
盤
に
つ
い
て

(小
笠
原
秀
實
)

一
四
七
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,分
化
を
根
本
の
統

一
へ
、
形
式
的
統

一
を
實
質
的
内
容
實
感

の
離
苦
得
樂

へ
、
こ
れ
が
政
治
的
ス
ペ
ル
を
解
き
放
つ
解
放

の
原
則
で

あ

る
Q

5

法
門
無
量
誓
願
學
は
菩
薩
道
の
誓
願
で
あ
る
。
實
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
目
標
で
あ
る
。
有
限
の
知
能
力
を
以
つ
て
無
量
の
法
門
を
學

び
盡
す
こ
と
は
出
來
な

い
。
從

っ
て
要
約
的
な
指
圖
が
要
る
。
そ
こ
に
教
相
判
釋
が
あ
り
、
諸
機
に
應
じ
て
適
當
な
道
が
開
か
れ
る
。

千
年
を
重
ね
る
に
從
つ
て
、
こ
の
要
約
道
さ
え
も
多
數
で
あ
り
西
選
擇
、
去
就
に
關
し
て
低
迷
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
に
は
特
殊
な
形
而
上
學
の
樹
立
も
あ
り
、
晦
澁
な
認
識
原
則
が
あ
り
、
叉
容
易
に
實
行
し
難

い
實
踐
樣
式

も
あ
る
。
そ
う
し
た

幽
玄
性
が
暫
く
別
忙

さ
れ
る
o
そ
し
て
最
も
卒
明
な
形
に
於
て
、
そ
し
て
叉
最
為
確
實
に
し
て
不
檜
不
減
的
原
理
を
示
す
も
の
と
し
て
、

更

に
叉
す
べ
て
に
行
き
わ
た
り
知
り
盡

さ
れ
て
い
る
二
三
の
偈
頌
を
以
つ
て
無
量
の
法
門
を
總
括
す
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ろ
う
。
正

し

い
意
味
の
總
持
と
も
な
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
初
歩
的
、
入
門
的
の
も
の
で
あ
る
と
了
解
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。
三
歳
の
童
子
も

よ
く
習
學
し
、
八
十
の
老
學
究
も
究

め
盡
す

こ
と
の
出
來
な
い
底
の
も
の
だ
か
ち
で
あ
る
。

4

そ
れ
ら
は
他
の
何
も
の
で
も
な

い
。
既
に
そ
の
偈
自
身
、
是
諸
佛
教
と
定
義
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
惡
莫
作
、
衆
善
奉
行

の

一
偈

で
あ
る
。
然
し

こ
れ
は
宗
教
的
感
激
と
昂
揚
と
に
滿
ち
、
特
に

「
聖
」
理
念
の
先
驗
性
に
膠
着
す
る
認
識
に
と
つ
て
は
、
次
元
の

低

い
道
徳
律
的
聖
誠
と
い
う
よ
う
に
了
解
さ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な

い
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
ど
う
い
う
場
合
に
も
惡
を
途
行
し
て

い

玉
わ
け
は
な
く
、
善
を
奉
行
し
て
わ
る
い
わ
け
は
な
い
と
い
う
明
白
な
理
由
に
依
つ
て
、
如
來

の
眞
實
義
を
標
示
す
る
も
の
と
見
な

け

れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
更
に
自
淨
其
意
の
定
立
に
進
む
こ
と
に
依
つ
て
、
善
悪
の
標
準
が
與
え
ら
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
離
苦



得

樂
境
が
現
わ
れ
、
自
ら
の
拔
苦
與
樂
と
他
の
人

女
へ
の
下
化
が
擁
立
さ
れ
る
。
自
覺
覺
他
、
覺
行
窮
滿
の
實
現
は
、
自
淨
の
精
神
そ

の
も
の
で
あ
り
、
汚
染
と
苦
惱
と
の
な
い
法
味
愛
樂
界
で
あ
る
。
カ
ン
ト
的
モ
ザ
イ
ッ
ク
な
眞
善
美

の
體
系
が
自
淨
其
意
の

一
點
に
統

括

さ
れ
る
。
虚
妄
に
隨
逐
し
て
い
て
、
意
の
清
淨
で
あ
る
こ
と
は
出
來
な

い
、
こ
の
點
に
於

て
眞
を
實
現
す
る
。
排
他
傷
害
し
、
和
合

を
破
壞
し
て
自
淨
其
意
.の
あ
ろ
う
は
す
は
な
い
。
°善
を
表
示
す
る
。
封
境
の
翼
を
把
佳
し
、
同
胞

の
和
合
と
共
に
、
萬
物
の
諧
調
を
見

出
す

こ
と
の
外
に
美
な
る
も
の
の
存
立
す
る
餘
地
は
な
い
。
自
淨
其
意
の
實
現
は
や
が
て
眞
善
美

の
統

屮
的
實
現
で
あ
る
。
系
統
的
に

識
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
な
ら
ば
、
封
境
に
依
り
、
叉
段
階
に
依
る
内
外
淺
深
の
相
違
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
必
す
し
も
ヵ
ン

ト
的

モ
ザ
イ
ッ

ク゚
、

シ
ス
テ
ム
に
行
く
要
は
な
く
、
叉
モ
ザ
イ
ッ
ク
修
繕
用
の
ヴ
イ

ン
デ

ル
バ
ン
ト
的

「
聖
」
に
活
路
を
求
め
ね
ば
な

ら

ぬ
こ
と
も
な

い
。
'如
來
藏
心
の
完
全
組
織
性
は
、
他
に
求
め
す
と
も
佛
教
そ
の
も
の
を
内
省
す
る
こ
と
に
依
つ
て
見
出
さ
れ
る
。
そ

し

て
そ
れ
は
又
我
が

一
心
を
内
省
し
、
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
も
れ
な
く
組
織
す
れ
ば
い
玉
の
で
あ
る
。

5

比
較
的
理
論
性
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
、
私
は
諸
行
無
常
偈
を
讀
む
ご
と
に
し
て
い
る
。
就
中
、
生
滅
滅
己
、
寂
滅
爲
樂
に
理
論

の
中
心
が
置
か
れ
る
。
生
滅
滅
し
己
る
と
は
何
か
、
寂
滅
と
は
何
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
如
何
に
し
て
爲
樂
と
な
る
か
、
こ
れ
ら
に
關
し

　ノ

て
は
、
や

乂
上
述
し
た
の
で
あ
り
、
論
證
複
雜
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
す
べ
て
省
略
ざ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た

貸
理
想
な
る
佛
は
覺

者

で
あ
り
、
覺
行
窮
滿
者
で
あ
る
た
め
に
、
無
で
は
な
く
、
・
叉
あ
れ
で
も
な

い
、
こ
れ
で
も
な

い
と
い
う
粘
液
質
的
低
迷
存
在
で
も
な

い
。
覺
行
窮
滿
か
ら
生
れ
る
無
垢
莊
嚴
光
の
法
悗
、
康
樂
を
本
質
と
し
て
い
る
。
主
も
な
く
客
も
な
い
と
い
う
朧
朦
體
で
は
な
く
、
主

俘
具
足
、
賓
主
壓
然
で
あ
る
。
た
だ
單
に
具
足
し
壓
然
た
る
ば
か
り
で
な
く
賓
主
照
應
し
て
調
諧
し
、
主
俘
互
に
相
映
し
て
、
彩
光
陸

離

の
莊
嚴
界
を
鑑
賞
す
る
の
で
あ
る
。

佛
教
思
辨
學
の
體
系
的
基
盤
に
つ
い
て

(小
笠
原
秀
實
)
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こ
う
し
た
自
己
完
成
性
、
又
圓
成
實

の
完
全
性
中
に
於
て
佛
教
の
本
質
が
實
現
す
る
の
で
あ
る
。

W

、

「
統

理
大
衆

、

一
切

無
碍

」

r-

も
う

一
つ
附
け
加
え
た
い
の
は
出
家

の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
偈
、
流
轉
三
界
中
、
恩

愛
不
能
斷
、
棄
恩
入
無
爲
、
眞
實
報
恩
者
で

あ

る
。
棄
恩
入
無
爲
に
注
意
し
た
い
の
で
あ
る
6
恩
を
棄
て
る
の
は
俗
縁
、
俗
恩
を
棄

て
る
こ
と
で
あ
る
が
、
無
爲
は
内
容
の
は
つ
き

り
し
な
い
言
葉
で
あ
る
。
漢
譯
語
と
し
て
は
老
子
か
ら
採
用
さ
れ
て
い
る
。
老
子
の
場
合
に
は
無
爲
無
不
爲
と
し

て
使
用
さ
れ
て
居
り
、

爲

す
無
く
し
て
、
爲
さ
ざ
る
な
し
と
い
う
よ
う
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
用
法
は
作
用
の
上
か
ら
云
つ
て
老
子
的
表
現
で
あ
る
が
、

六
朝
時
代
に
於
て
は
佛
歡
歡
理
學
に
も
屡
≧
採
用
さ
れ
て
い
る
。
作
用
に
關
す
る
表
現
で
あ
る
が
、
然
し
甚
だ
パ

ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
用

法
で
あ
る
。
慣
れ
て
し
ま
え
ば
珍
し
く
は
な

い
が
、
そ
れ
は
た

貸
覺
え
た
と
い
う
だ
け

で
、
理
解
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
難

い
。

こ
う
し
た

こ
と
が
成
立
た
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
甚
だ
形
而
上
學
的
幽
玄
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
出
來

る
。

2

こ
玉
で
は
か

玉
る
形
而
上
學
性
の
無
爲
を
離
れ
、
又
無
爲
法
と
し
て
七
十
五
法
、
百
法
に
列
ね
ら
れ
る
も
の
を
も
別
に
し
、
た

貸
俗

縁

を
捨
て

玉
出
家
し
、
和
合
教
團
な
る
僣
團
に
入
り
、
自
覺
覺
他
、
覺
行
窮
滿

の
道
に
進
み
た
い
と
い
う
意
味
に
解
釋
し
た
い
。
從

つ

で
無
爲
と
い
う
の
も
特
に
幽
玄
な
形
而
上
學
的
本
體

で
は
な
く
、
實
牋
團
體
と
し
て
實
存
し
て
い
る
僣
寶
和
合
團

と
い
う
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
も
地
上
の
現
實
的
存
在
で
あ
「る
か
ら
、
特
に
か
け
離
れ
た
彼
岸
的
の
も
の
、
叉
あ
の
世
的

の
も
の
で
は
な

い
。
正
し
い
拔
苦
與
樂

を
念
願
し
て
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
い
う
實
踐

で
あ
り
、
地
上
に
於
て
最
も
あ
り
た
き
生
活
樣
式
で
あ
る
。
そ
れ
は
瓧
會
科
學
的
用
語



法
に
依
れ
ば

ユ
ー
ト
ピ
ァ
と
呼
ば
れ
る
理
想
的
生
活
團
體
で
あ
る
。

エ
ン
ゲ
ル
ス
こ
の
方
、

ユ
ー
ト
ピ
ァ
は
科
學

的
瓧
會

主
義
に
樹
し
、

室
想
的
瓧
會
主
義
を
現
わ
す
こ
と
に
な

つ
て
い
る
。

一
度
に
全
世
界
の
す
べ
て
を
新
制
度
に
依

つ
て
規
制
す
る
こ
と
が
事
實
と
し
て
出

來
な

い
限
り
、
部
分
的
に
あ
り
た
き
も
の
を
實
現
し
、
漸
次
情
勢
に
應
じ
質
と
量
と
を
變
え
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
は
す

の
も
の
で
あ
る
。

科
學
的
瓧
會
主
義

の
傳
統
を
守
ろ
う
と
し
た
場
合
に
さ
え
、

一
國
革
命

と
世
界
革
命
と
の
羯
立
が
あ
り
、
血
の
肅

正
を
さ
え
呼
ん
だ
。

そ
し
て

一
國
革
命
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
實
際
の
結
果
に
な
つ
た
。
國
際
的
な
相
關
交
流

の
關
係
上
、
切
り
離
し
て

一
國
だ
け

に
新
制
度
が
確
立
す
る
と
い
う
の
は
困
難
で
あ
る
。
鐵

の
扉
が
こ
の
困
難
を
象
徴
し
て
い
る
。
室
想
的
と
科
學
的

と
に
分
け
て
見
て
も
、

實
際
の
絡
り
が
、
さ
ほ
ど
簡
單
に
は
承
知
し
な
い
。

5

歡
團
も
出
世
間
と
し
て
鐵
の
扉
を
下
ろ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
限
リ

ユ
ー
ト
ピ
ァ
的
で
あ
る
。
理
想
的
な
坐
活
、
眞
實

の
得
樂
宀
與
樂

の
た

め

に
あ
り
た
い
生
活
は
、
あ
り
た
く
な
い
苦
海
、
濁
亂
貪
欲
界

に
向
つ
て
鐵
扉
を
下
ろ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
行
道
の
進
む
に
從

い
、
實
踐
の
質
と
、
そ
れ
の
適
用
さ
れ
る
べ
き
範
圍
、
分
量
と
を
擴
大
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
數
千
年
に
わ
た
る
人
類
の
歴
史
の

光

明
面
は
、

ユ
ー
ト
ピ
ァ
と
そ
れ
の
純
化
と
擴
大
と
で
あ
り
、
暗
黒
面
は
そ
の
逆
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
不
幸
に
し
て
光
明
面
は
躓
き

勝

ち
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
は
出
來
る
が
、
然
し
そ
の
原
因
は
結
局
外
境
、
・條
件
を
正
し
く
認
識
す
る
知
性

の
貧

弱
に
歸
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
理
想
を
持

つ
た
こ
と
、
和
合
團
體
の
創
設
を
企
劃
し
た
こ
と
、
そ
し
て
叉
全
世
界
の
協
同
夲
和
組
織
を
要
望
し
て
い
る
こ
と

に
誤
謬
が
あ
る
O
で
は
な
い
。
た

で
有
效
な
方
法
の
發
見
に
行
き
と
貸
か
な
か
つ
た
も
の
が
あ
つ
た
と
い
う
ま
で
で
あ
る
。

4

棄
恩
入
無
爲
は
僣
寶
和
合
團
體
に
入
り
、
自
覺
と
共
に
覺
他
を
實
現
し
、・
こ
の
生
活
目
的
を
全
世
界
に
擴
大
し

よ
う
と
す
る
態
度
で

佛
歡
思
辨
學
の
體
系
的
基
盤
に
つ
い
て

(小
笠
原
秀
實
V

一
五
マ
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あ

る
。

佛
陀
は
菩
提
樹
下
で
た

貸
瞑
想
し
た
だ
け
で
實
踐
が
な
か
つ
た
と
か
、

叉
佛
陀
に
取
つ
て

h
e
ro
は
聖
者

。。巴
三

で
あ
つ
て

k
in
g

で
は
な
か
つ
た
と
も
云
は
れ
て
い
t.(a(J.
S.
F
lackie,
T
h
e
n
atual
h
istory
o　
atheism
,
p
.
159
Q
ゲ
ー
テ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
於
け
る

「
初
め
に
行
爲
あ
り
き
」
(Im

A
n
fa
n
g
.
w
ar
.d
ie
T
h
a
t.)

は
行
動
奪
重
主
義
で
あ
る
が
、
動
く
の
に
は
目
的
と
方
向
と
方
法
と
が
豫
め
き
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
盲
動
で
あ
る
ゆ
八
正
道
は
正
見
の
目
標
規
定
に
始

つ
て
い
る
。
瞑
想
は
こ
の
た
め
に
缺
く
べ
か
ら
ぎ
る
方
法
で
あ
る
。
行
動
第

一
主

義

の
哲
學
が
今
世
紀
に
入
り
、
世
界
史
的
慘
磆
と
人
類
の
不
幸
を
呼
び
出
し
た
事
實
は
、
あ
ま
り
に
も
新
し
く
叉
あ
ま
り
に
も
戰
慄
的

で
あ
る
α
正
見
第

一
主
⇔義
が
是
諸
佛
一教
の
基
盤
,で
あ
る
。

世
間
、
出
世
間
の
羯
立
が
世
間
的
英
雄
、

明
王
な
る
も
の
と
聖
者

・゚巴
暮
ω
と
の
二
元
を
呼
び
出
す
。

眞
俗
二
諦
を
分
業
的
に
分
け

る

こ
と
に
問
題
が
あ
る
。

一
人
格
に
於
て
上
求
と
下
化
と
が
具
備
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、

一
心
の
上
に
於

て
眞
俗
二
諦
が
組
織

的

に
系
統
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
眞
諦
だ
け
の
人
、
俗
諦
だ
け
の
人
を
認
め
合
う
と
い
う
こ
と
が
瓧
會
構
成
を
不
安
定
に
す
る
。
叉

出
世
間
の
み
の
人
、
世
聞
の
み
の
入
を
封
置
し
、
分
業
化
ず

る
こ
と
に
依

つ
て
人
格
の
完
成
が
暗
礁
に
乘
り
あ
げ

る
。
全
法
界

の
す
べ

て
が
自
覺
覺
他
、
覺
行
窮
滿
の
究
竟
目
的
に
達
し
得
ら
れ
な

い
理
由
で
あ
る
。
す
べ
の
人
女
が
體
解
大
道
し
、
發
無
上
意
す

る
な
ら
ば

聖
者
と
明
王
と
の
別
も
な
く
、
王
者
と
民
衆
と
の
別
も
な
い
筈
で
あ
る
。
す
べ
て
が
同
學
同
信
同
行
で
あ
り
{
た

貸
便
宜
の
た
め
、
換

言

す
れ
ば
外
境
克
服
の
た
め
に
暫
く
分
業

が
そ
の
こ
と
に
限
つ
て
の
み
認

め
ら
れ
る
。
内
證

へ
の
挽
樂
、
覺
行
窮
滿

へ
の
行
進
に
は
職

域

と
分
業
と
の
差
別
の
あ
ろ
う
わ
け
は
な

い
。

一
般
思
辨
學
丼
び
に
佛
教
思
辨
學
に
於
て
こ
の
こ
と
の
系
統
的
統

一
が
不
備
で
あ
る
こ

と

に
よ
り
生
れ
る
混
智
亂
で
あ
る
Q



5

自
歸
依
僣
、
當
願
衆
生
、
統
理
大
衆
、

一
切
無
碍
は
僭
寶
和
合
協
同
體
擁
立
の
誓
願

で
あ
る
。
和
合
協
同
體
は
限
ら
れ
た
鐵
扉
の
中

に
於
け
る
私
設

ユ
ー
ト
ピ
ァ
と
し
て
い
つ
ま
で
も
止
つ
て
い
る
筈
の
も
の
で
は
な
い
。
た
え
ざ
る
自
覺
覺
他
の
行
進
に
俘
な
い
、
内
證

の
質
を
發
展
さ
せ
る
と
共
に
、
釜
を
同
じ
く
享
受
ず
る
人
女
の
範
圍
と
分
量
と
の
擴
大
に
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
叉
進
ま
す
に

は
居
ら
れ
ぬ
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
統
理
大
衆
、

一
切
無
碍
は
出
世
間
と
し
て
限
ら
れ
た
狹
い
鐵
扉

の
中
に
於
け

る
行
政
理
想
で
は
な

く

、
全
世
界
更
を
築
く
に
足
る
統
理
大
衆
で
あ
り
、
そ
し
て
又

一
切
無
碍
た
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
行
政
支
配
權
と
三
軍
司
令
權
と
の
摩
擦

の
如
き
は
、
統
理
大
衆
、

一
切
無
碍
の
目
標
か
ら
あ
ま
り
に
も
大
き
い
隔
り
を
持

つ
。
覺
行
窮
滿
を
目
ざ
す
限
り
、
行
政
權

の
性
質
に

も
和
合
の
本
義
が
實
現
さ
れ
て
政
專

の
醜
を
見
せ
る
こ
と
は
な
く
、
又
和
合
髄

の
根
本
規
格
と
し
て
軍
事
を
必
要

と
す
る
邪
曲
は
な
い

は
す
で
あ
る
。
日
月
清
明
は
自
然
現
象
で
あ
る
か
ら
意
の
ま

玉
に
な
ら
な
い
。
然
し
、
國
豐
民
安
、
兵
戈
無
用
の
こ
と
だ
け
は
、
正
見

に
依
る
思
慮
と
協
同
和
合
の
相
互
扶
助
精
神
に
依

つ
て
實
現
可
能
で
あ
る
。
入

の
手
で
作
り
出
し
た
竜
の
を
入
の
手
で
止
め
る
だ
け
の

こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
た

貸
必
要
な
の
は
正
見
の
哲
學
で
あ
る
。

か
く
て
統
理
大
衆
、

一
切
無
碍
が
世
界
皮
を
創
め
築
き
、
そ
し
て
そ
れ

の
安
全
を
支
持
す
る
で
あ
ろ
う
。

W
、

世

界

史
的

解

放
原

理

と
し

て
自
覺

々
他
性

r
-

民
衆
も
大
衆
も
解
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
・い
。
然
し
そ
れ
は
入
間
と
し
て
解
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
℃
あ
る
。
人
間
と
し
て
0
解
放
底

他

の
何
も
の
で
も
㌦な
く
、
自
覺
覺
他
、
覺
行
窮
滿
の
實
現
に
向

つ
て
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
叉
我
れ

自
ら
の
性
靈
の
要
求

佛
教
思
辨
學
の
體
系
的
甚
液
皿に
つ
い
て

(小
笠
原
秀
轡
ハ)

噌
五
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に
添
い
、
淨
悦
法
樂
を
念
々
に
創
造
す
る
と
共
に
こ
れ
を
享
有
愛
樂
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
粗
雜
な
や
が
て
は
攪
亂
と
苦
惱
を
呼
出

す
底
め
五
慾
の
快
樂
を
遠
離
す
る
こ
と
で
あ
り
、
叉
正
し
く
整
理
し
規
制
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
行
道
が
進
む

に
從
い
、
歩
ご
と
に

そ

の
心
境
と
悦
樂
と
を
頒
け
合
う
こ
と
に
依
つ
て
覺
他
の
義
務
と
和
合
の
喜
び
と
を
創
設
し
、
た
え
す
覺
行
窮
滿

へ
の
究
竟
地
に
向
つ

て
行
進
す
べ
き
で
あ
り
、

こ
れ
が
世
界
史
的
解
放
の
眞
實
義

で
あ
る
。

十
八
世
紀
の
解
放
は
束
縛

の
鎮
を
切
る
ζ
と
に
熱
中
し
た
。
と
に
か
く
鎖
は
切
ら
れ
た
。
そ
れ
は
虚
僞
と
盧
飾

と
を
去
つ
て
天
眞
の

自
然
に
歸

つ
た
。
偉
大
な
る
自
然
蛍
義
の
發
展
で
あ
つ
た
。
け
れ
ど
も

こ
の
自
然
に
陶
冶
さ
れ
な
い
野
性
と
偏
狹

と
排
他
的
傾
向
と
が

附
着
し
て
い
売
。
十
九
世
紀
の
中
葉
か
ら
今
世
紀
に
及
び
百
年
の
世
黒
史
は
排
他
偏
狹
の
盲
目
性
が
室
前
の
渦
亂

を
ぴ
き
起
し
た
事
實

の
蓮
績
で
あ
る
。
自
由
と
解
放

と
が
自
覺
覺
他
、
覺
行
窮
滿

の
目
標
を
忘
れ
、
牟
は
無
明
の
野
性
に
任
か
さ
れ
た

ご
と
の
過
失
で
あ
る
。

つ
ま
り
是
諸
佛
歡
を
世
界
史
が
忘
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
縁
遠

い
世
界
史

の
忘
れ
た

こ
と
よ
り
も
、
最
も
近
い
佛
教

そ
の
も
の
が
是
諸
佛

歡
を
忘
れ
た
の
で
あ
り
、
貪
愼
痴
の
三
毒
に
耽
る
こ
と
を
恥
と
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
興
隆
佛
法
に
別
事
あ
る
の
で
は
な
く
、
釋
迦

文
佛

の
聖
誠
を
静
か
に
回
想
し
時
處
に
應
じ
て
實
現
に
移

せ
ば

い
玉
の
で
あ
る
。
そ
し
て
時
代
印
應

の
原
理
も
、
拔
苦
與
樂
、
叉
覺
行

窮
滿
に
づ
き
て
い
る
。
他
に
求
め
る
必
要
は
な
い
。
た
貸
虚
心
に
な
つ
て
法
界
の
求
む
る
聲
、
苦
し
ん
で
い
る
聲
を
聞
き
、
拔
苦
の
原

則

を
佛
歡
の
中
に
求
む
れ
ば
い
玉
の
で
あ
る
。

2

最
初
デ

ユ
ー
ラ

ン
ト
の
読
明
に
依
り
、
歐
羅
巴
哲
學

と
し
て
は
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
民
主
甼
等
觀
と
プ
ラ
ト
ー

ン
的
知
力
貴
族
主
義
を

調
停
す
る
爲
に
は
、
科
學
的
な
ベ
ー

コ
ン
に
依
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
聞
き
、
更
に
叉
ベ
ー
コ
ン
を
使
う
指
針
を
道
徳
的
な
ソ
ー
ク
ラ

テ
ー
ス
に
求
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
學
ん
だ
の
で
あ
る
。
ベ
ー

コ
ン
に
は
科
學
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
に
は
道
徳
、
そ
し
て
ス
ピ



ノ
ー
ザ
と
プ
ラ
ト
ー
ン
に
は
政
治
を
欄
く
と
い
う
關
係
に
な
つ
て
い
る
。
内
證
の
悗
樂
界
は
別
と
し
て
、
鞨
外
的
な
認
識
井
び
に
實
踐

と
し
て
は
、
科
學
特
に
瓧
會
科
學
と
道
徳
と
政
治
と
の
三
つ
に
盡
き
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
來
る
。

こ
れ
ら
各
の
哲
學
體
系

に
は
得

失
が
あ
り
、
何
れ
の

一
つ
に
依

つ
て
も
完
成
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
こ
の
種

の
綜
合
が
企
劃
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

こ
う
し
た

一
つ
の
段
階
的
な
指
標
を
學
び
、
且
つ
又
考
慮
す
る
こ
と
を
跳
躍
台
と
し
て
佛
教
の
目
的
と
實
踐
方
法
と
を
組
織
す
る
こ

と
は
甚
だ
便
宜
的
で
あ
る
ゆ
そ
し
て
そ
れ
が
如
何
に
全
世
界
の
淨
化
に
取
つ
て
意
味
あ
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
改
め
て
こ
玉
に
い
う
必

要
は
な

い
。
然
し
上
來
屡
引
用
し
た

「
哲
學
と
瓧
會
問
題
」
の
著
者
が
、
こ
の
課
題
に
封
し
て
諡
明
し
て
い
る
要
旨
が
、
や
が
て
叉
、

佛
歡
思
辨
學
と
そ
れ
に
依
る
和
合
僭
團
と
、
更
に
佛
土
建
設
、
和
合
體
と
し
て
の
世
界
史
建
設
の
將
來
に
向
つ
て
示
唆
し
て
い
る
も
の

は
大
き

い
。

M

歴
史
的
唯
物
論

の
立
場
か
ら
正
し
い
瓧
會
機
構
を
樹
立
し
よ
う
と
い
う
意
圖
と
實
踐
と
は
現
代
史
を
著
し
く

動
か
し
て
い
る
。
解
放

へ
の
途
で
あ
り
、
幅
阯
建
設
の
努
力
で
あ
る
。

然
し
自
由
が
鐵
火
に
依

つ
て
護
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
解
放
も
亦
鐵
火
に
に
依

つ
て
戰
い
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と

に
な
つ
て
い
る
ゆ
理
論
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、

こ
れ
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
現
代
史
は
不
幸
中
の
不
幸

で
あ
る
。
人
間

の
頭
腦

に
依

つ
て
考
案
さ
れ
、
叉
入
聞
の
手
に
依

つ
て
作
ら
れ
る
す
べ
て
は
、
叉
頭
腦
に
依
つ
て
修
正
さ
れ
、
手
に
依

つ
て
改
造
の
緒
に
σ
く

べ
き
は
す
で
あ
る
。
必
す
し
も
鐵
火

の
間
に
相
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ど
い
う
こ
と
は
な
い
。
畢
竟
世
界
皮
的

無
智
無
明
の
慘
禍
で
あ

る
。物

は
物

の
原
則

に
依

つ
て
統
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
心
と
名
す
け
ら
れ
る
も
の
の
あ
る
限
り
、
そ
し
て
心
と
し

て
の
現
象

佛
教
思
辨
學
の
體
系
的
基
盤
に
つ
い
て

(小
笠
原
秀
實
)

一
孟
五
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が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
領
域
の
あ
る
限
り
、
そ
れ
を
規
制
す
る
原
則
が
擁
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
拔
苦
與
樂
、
自
覺
覺
他
な
ど
は

心

と
し
て
現
象
す
る
領
域
の
規
制
原
理
で
あ
る
。
史
的
唯
物
論
が
正
し
く
入
間
と
歴
史
と
を
整
理
し
、
正
し
き
建

設
に
進
む
と
す
る
な

ら
ば
、
拔
苦
與
樂
に
依
り
、
且
つ
又
覺
行
窮
滿
な
る
内
的
悦
樂
を
究
竟
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
す
で
あ
る
。

4

十
八
世
紀
の
解
放
原
理
は
偉
大
で
あ
つ
た
が
、
自
覺
・覺
他
、
覺
行
窮
滿

の
内
性
的
純
化
が
は
つ
き
り
し
て
い
な
か
つ
た
。
そ
の
爲
五

慾

の
解
放
に
な
つ
て
生
命

の
爛
熟
と
瓧
會
不
安
と
戰
爭
と
を
激
發
さ
せ
た
。
内
性

の
純
化
と
覺
行
窮
滿

と
を
忘
却

し
た
こ
と
の
不
幸
な

結
果
で
あ
つ
た
。
前
車
の
覆
え
る
の
は
後
車

の
戒

で
あ
る
。
十
八
世
紀
、
十
九
世
紀
に
於
け
る
過
失
を
廿
世
紀
後

牛
に
く
り
か
え
し
て

は

な
ら
な
い
。
歴
史
は
す
べ
て
覆
轍
の
愚
と
危
險
と
を
避
け
る
た
め
に
學
ば
れ
て
い
る
は
す

で
あ
る
。
必
然
性
を
彊
調
す
る
史
觀
、
硬

.
直
的
機
械
性
を
基
盤
と
す
る
唯
物
論
的
解
放

に
と
つ
て
、
歴
史
學
の
示
唆
す
る
も
の
は
森
嚴

で
あ
る
。
認
識

の
歪
み
、
正
見

の
灣
曲
、

そ
し
て
叉
人
間
の
全
面
的
要
求
の
組
織
的
體
系
を
忘
れ
て
い
る
行
進
は
危
險
中
の
危
險
だ
か
ら
で
あ
る
。

5

歴
皮
は
學
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
過
去
は
嚴
密
に
レ
ス
ト
ア
ー
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
臆
斷
は
ど
こ
ま
で
も
警
戒
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

・い
。
架
室
の
推
定
が
歴
皮
の
將
來
を
誤
る
か
ら
で
あ
り
、
慘
渦
に
惱
ん
だ
經
驗
は
多

い
。

レ
ス
ト

レ
ー
シ
ョ
ン
は
又
單
に
レ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
將
來

へ
の
光
を
與

え
る
も
の
で
な
く
て
は
な

ら

な
い
。

ラ
フ
カ
ヂ
オ

・
ハ
ー
ン
が
地
質
學
的
前
世
紀
の
亘
獸

マ
ン
モ
ス
の
レ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ

ン
に
つ
い
て
語

つ
て
い
る
。
埋
も
れ
て
い
た
牙
、

齒

、
骨
な
ど
か
ら
組
み
立
て
玉
み
る
と
、
強
い
も
の
で
あ
り
、
偉
力
あ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
外
敵
と
戰
つ
て
負
け
る
と
い
う
性
質

の
も



の
で
は
な
い
。
そ
れ
の
滅
び
た
の
は
互
大
な
た
め
に
、
食
糧
の
澤
山
を
要
し
た
が
、
次
第

に
食
糧
難
に
陷

つ
た
か
ら
と
し
か
考

え
ら
れ

な

い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
結
果
を
浪
費
贅
澤
の
經
濟
に
依

つ
て
生
活
し
て
い
る
先
進
文
化
國
の
將
來
に
あ

て
は
め
て
い
る
。
こ

れ
は
文
人
の
推
定
で
あ
り
、
又
詩
人
と
し
て
の
感
想
で
あ
る
。
正
確
に
科
學
し
て
い
る
と
は
い
わ
れ
な
い
。
然
し
過
去
の
浪
費
生
活
が

破

滅
を
招

い
た
と
い
う
推
測
に
は
將
來
性
と
眞
理
性
と
が
多
量
に
含
ま
れ
て
い
る
。

佛
教
井
び
に
佛
教
思
辨
の
レ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
も
更
に

一
層
の
科
學
的
嚴
密
性
を
進
め
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
然
し

レ
ス
ト

レ
ー

シ
ョ
ン
の
爲
の

レ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
は
す
で
あ
る
。
將
來
に
向

つ
て
の
的
確
な
る
見
通
し
の
閃
き
が
、
そ
の
努
力

か
ら
生
み
出
さ
れ
た
い
の
で
あ
る
。

,

拔
苦
與
樂
と
い
へ
、
覺
行
窮
滿
と
い
玉
、
佛
歡
の
全
貌
を
み
る
と
し
て
は

一
部
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
他
遐
物

と
し
て
の
牙
も
あ
ゆ
、
齒
も
あ
り
、
爪
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
そ
れ
は

一
部
で
あ
る
に
し
て
も
骨
骼
の
大
體
を
規
定
す
る
も
の
で
あ

る
。
部
分
的
な
要
部
の
學
術
的
研
究
は
無
論
重
要
で
あ
,る
。
然
し
デ

ユ
ー
ラ
ン
ト
の
い
う
よ
う
に
科
學
は
方
法
を
規
定
し
、
哲
學
は
目

的
を
規
定
す
る
と
.い
う
任
務
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
拔
苦
與
樂
の
目
的
と
將
來

へ
の
見
當
と
は
、
甚
だ
卒
凡
の

一
事
に
過
ぎ
な

い
よ
う

で
あ
る
が
、
閑
却
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
體
系
の
基
盤
で
あ
る
。
佛
歡
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
全
世
界
史
の
將
來

が
こ
の
光
に
依

つ
て

照
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。6

佛
歡
思
辨
學

の
體
系
的
基
盤
と
し
て
は
、
.た

f
拔
苦
與
樂
の
目
的
を
取
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
が
序
読

で
あ
る
と
と
も
に
、

叉
結
論
で
あ
る
。
も
と
よ
り
嚴
密
な
組
織
と
證
明
と
を
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
稿
た
壁
簡
單

な
圖
式
に
過
ぎ
な
い
。

詳
細
は
す
べ
て
他
凪
に
讓
ら
れ
る
。

佛
㎝教
思
㎝辨
學
の
體
系
的
甚
蔽
皿
に
つ
い
て

(小
笠
原
秀
實
)

一
五
七
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-

最
後
に
ル
ソ
ー
の

一
小
節
に
依

つ
て
要
旨
を
補
い
結
ぶ
で
あ
ろ
う
。
所
謂
十
八
世
紀
に
於
け
る
偉
大
な
思
想
の

一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ

は
哲
學
者
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
と
愛
國
者
カ
ト
ー
と
の
比
較

で
あ
る
。

ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
徳
は
彼
を
幸
幅
に
し
た
で
あ
ろ
う
、
カ

ト

ー
は
す
べ
て
の
人

女
の
幸
幅

の
中
に
彼
の
幸
幅
を
見
出
し
た
で
あ
ろ
う
、
ソ
ト
ク
ラ
ー
ス
に
依

つ
て
教
え
ら
れ
、
カ
ト
ー・
に
依

つ
て

導
か
れ
る
。

こ
れ
だ
け
で
ど
れ
を
選
ぶ
か
を
き
め
る
に
充
分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
如
何
な
る
人
民
も
哲
學
者

の
國
民
に
す
る
こ
と
は

出
來
・な
い
が
、
人
民
を
幸
福
に
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
は
な
S
か
ら
と

(A

d
isc
ou
rse
o
n

p
o
litic
a
l
e
co
n
o
m
y
°)
。

二
百
年
の
歴
史
は
さ
ま
ん
＼

の
錯
誤
の
經
驗
を
通
し
、
眞
の
幸
幅
が
自
覺
覺
他
、
覺
行
窮
滿
な
る
哲
學
を
實
踐

の
基
礎
に
し
な
け
れ

ば

な
ら
ぬ
と
い
う
ご
と
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
見
當
の
は
す
れ
た
實
踐
が
莫
大
な
不
幸
を
生
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。

佛
教
井
び
に
佛
教
學
將
來
性
の
た
め
に
。

(佛
教
大
學
教
授
)


