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縁
起
設
に
於
げ
る
相
依
性
の
問
題

武

内

義

範

縁
起
設
に
就
い
て
の
従
来
の
解
料

原
始
悌
教
に
於
け
る
縁
起
の
概
念
を
、
宗
激
的
責
存
の
自
費
の
論
理
と
し
て
理
解
し
て
み
よ
う
。
廻
心
の
論
理
と
い
っ
て
も
よ
い
。
費
と
い

ふ
語
を
悌
敷
島
一
・
的
な
重
い
意
味
で
使
用
し
た
い
。
さ
て
こ
の
縁
起
設
の
う
ち
で
も
っ
と
も
著
名
な
も
の
は
、
十
二
支
縁
起
訟
で
あ
っ
て
、
位
以
に

阿
含
の
諸
経
典
の
中
で
、
後
述
の
十
支
・
九
支
等
々
の
種
々
の
縁
起
経
を
摩
倒
し
て
縁
起
訟
の
定
型
と
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
阿
含
経
典
の
中
に
種
々
の
形
で
略
設
乃
至
廉
設
せ
ら
れ
て
ゐ
る
十
二
支
縁
起
経
の
諸
様
式
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

だ
が
次
の

如
き
も
の
が
バ
最
も
簡
素
な
古
い
型
(
偉
承
)
を
示
す
と
言
へ
ょ
う
。

「
縁
起
(
官
一
-
2
p
g
E
C℃

ze)
と
は
何
で
あ
る
か
。
内

無
明
ハ
釦
〈
C
U
)

に
縁
っ
て
行

(gprEE)
が
あ
る
、
行
に
縁
っ
て
識
(
三
i

山
町
前
回
百
〉
が
あ
る
、
識
に
縁
っ
て
名
色
(
ロ

E
5
5
3
)
が
あ
る
、
名
色
に
縁
っ
て
六
入
ハ

g
一
々
忠
告
μ
〉
が
あ
る
、
六
入
に
縁
っ
て
鯛

Q
g
u
g
)

が
あ
る
、

鯖
に
縁
っ
て
受
(
〈

E
5
3
が
あ
る
、

受
に
縁
っ
て
愛
(
釘
目

VE)
が
あ
る
、
愛
に
縁
っ
て
取
(
毛

EmFE)
が
あ
る
、

取
に
縁
つ

て
有

(σE〈
と
が
あ
る
、
有
に
縁
っ
て
生

C
E
)
が
あ
る
、
生
に
縁
っ
て
老
死

C
R
F
B
R
E
E
)
・
愁
・
悲
・
苦
・
憂
・
悩
念
。

E
・
3
『宮内〈
P

P
F
r
z
k。自
ω
E
g
p
c℃
判

Z
S〉
が
生
じ
る
。

か
く
し
て
会
苦
組
の
集

(
g
g
Eミ
ろ
が
あ
る
。

縁
起
訟
に
於
け
る
相
依
性
の
問
題
(
武
内
)

一
瓦
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r'E
‘、

無
明
の
無
絵
・
離
貧
・
滅

(
μ
ω
o
p
i
ぁ
m
p
口一円
O
門
口
出
〉
に
縁
っ
て
、
行
の
滅
が
あ
る
、

行
の
減
に
繰
っ
て
識
の
減
が
あ
る
、

識
の
滅

に
縁
っ
て
名
色
の
滅
が
あ
る
、
名
色
の
減
に
縁
っ
て
六
入
の
滅
が
あ
る
、
六
入
の
減
に
縁
っ
て
鯖
の
減
が
あ
る
、
鯛
の
減
に
縁
っ
て
受
の
減

が
あ
る
、
受
の
減
に
縁
っ
て
愛
の
減
が
あ
る
、
愛
の
滅
に
縁
っ
て
取
の
滅
が
あ
る
、

取
の
減
に
縁
っ
て
有
の
減
が
あ
る
、
有
の
減
に
縁
っ
て

生
の
滅
が
あ
る
、
生
の
減
に
繰
っ
て
老
死
・
愁
・
悲
・
害
・
憂
・
悩
が
滅
す
る
。

か
く
し
て
全
苦
離
の
滅
が
あ
る

(
山

-z-
口
℃
-Hl口)。

以
下

E
g
g
s
-
E
E苫
を
∞
-
Z・
で
表
す
、
テ
キ
ス
ト
は

E
二
2
Z
E
W
版
を
用
ひ
る
。

こ
の
緩
の
内
容
は
二
段
に
分
れ
て
ゐ
る
。
附
第
一
段
は
、
老
死
に
纏
ら
れ
た
、
人
間
の
有
限
存
在
者
と
し
て
の
、
苦
悩
多
き
生
存
の
あ
り
方

が
、
何
に
よ
り
、
何
に
基
づ
い
て
生
じ
て
き
た
か
を
一
不
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
経
の
文
面
で
は
、
老
死
の
根
援
が
生
に
、
生
の
根
擦
が
有
に
、

有
の
根
擦
が
取
に
と
次
第
々
々
に
遡
源
せ
ら
れ
、
終
ひ
に
最
後
の
根
擦
が
無
明
に
あ
る
こ
と
を
つ
き
と
め
る
に
至
っ
た
ま
で
の
、
探
求
の
反
省

過
程
が
省
略
さ
れ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
こ
こ
で
は
た
だ
そ
の
結
論
だ
け
が
簡
草
に
断
言
的
な
形
で
「
無
明
に
縁
っ
て
行
が
あ
る
、
行
に
縁
っ
て

識
が
あ
る
:
:
:
j
i
-
-
:
:
有
に
繰
っ
て
生
が
あ
る
、
生
に
繰
っ
て
老
死
・
愁
・
悲
・
苦
・
憂
・
悩
が
生
じ
る
」
と
、
根
擦
付
け
の
関
係
と
し
て

一
一
一
一
口
ひ
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
。

し
か
し
十
二
支
縁
起
設
を
設
く
他
の
経
典
の
中
に
は
、
こ
の
様
な
反
省
過
程
を
明
瞭
に
示
し
た
も
の
も
あ
る
。
こ
の

様
な
別
の
類
型
に
属
す
る
十
二
支
縁
起
経
で
は
、
或
る
場
ム
口
に
は
正
売
の
悌
陀
が
自
己
の
過
去
を
回
顧
し
た
言
葉
と
し
て
一
不
さ
れ
、
他
の
場
合

に
は
過
去
悌
の
行
歴
と
し
て
第
三
人
稀
で
語
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
内
容
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
邸
ち
そ
れ
は
次
の
如
く
に
言
ひ
表
さ
れ
る
。

「
私
が
正
豊
を
得
ず
菩
薩
で
あ
っ
た
時
に
、

か
く
考
へ
た
。

『
賞
に
こ
の
世
間
は
苦
に
陥
っ
て
ゐ
る
。
生
れ
て
は
老
ぴ
死
し
、
逝
去
し

て
再
生
す
る
。

し
か
も
こ
の
老
死
の
苦
の
出
離
を
知
ら
な
い
。
賞
に
如
何
に
す
れ
ば
こ
の
老
死
の
+
古
か
ら
の
出
離
が
知
ら
れ
る
で
あ
ら
う

か
』
:
:
:
こ
の
時
な
に
次
の
考
へ
が
浮
ん
だ
。

『
何
が
あ
る
が
故
に
老
死
が
あ
る
か
、
何
に
縁
っ
て
老
死
が
あ
る
か
』
と
。
そ
の
時
な
に

正
思
惟

(
3
E
g
B川

s
g
F川町
0
)

に
縁
っ
て
、

次
の
智
慧
に
よ
る
現
観
が
生
じ
た
。

『
生
が
あ
る
が
故
に
老
死
が
あ
る
。
生
に
縁
っ
て
老

死
が
あ
る
。
』
と
。
以
下
生
と
有
、
有
と
取
、

j
i
-
-
:
:
、
行
と
無
明
に
就
い
て
も
同
様
(
な
ほ
二
五
頁
の
漢
諜
を
参
加
…
)
3



司

こ
の
様
な
形
で
老
死
↓
生
↓
・
:
-
j
i
-
-
↓
行
↓
無
明
と
遡
っ
て
行
く
反
省
を
表
面
に
打
ち
出
し
て
ゐ
る
も
の
を
、
宇
井
伯
霧
博
士
は
1
|
|
そ

れ
が
悌
陀
に
於
て
こ
の
縁
起
設
の
成
立
し
た
で
あ
ら
う
心
理
過
程
を
最
も
自
然
に
表
し
て
ゐ
る
と
の
見
地
か
ら
|
|
自
然
的
順
序
と
名
づ
け
、

こ
れ
に
針
し
て
先
の
如
き
も
の
を
逆
的
順
序
と
せ
ら
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
も
以
下
に
そ
の
様
に
呼
ぶ
こ
と
と
し
よ
う
。
今
は
こ
の
順
序
は
い
づ
れ

で
も
よ
い
。
と
も
か
く
こ
の
老
死
に
曝
さ
れ
て
ゐ
る
人
間
存
在
の
有
限
性
の
根
援
が
追
求
せ
ら
れ
、
後
見
せ
ら
れ
て
、
そ
こ
か
ら
こ
の
最
後
の

根
援
(
無
明
)
を
前
提
と
し
て
、
人
間
の
苦
悩
の
現
賞
が
こ
れ
の
蹄
結
と
結
論
せ
ら
れ
る
に
至
る
第
一
段
の
思
索
が
縁
起
の
順
観

(
E
C
F
E
m
w〉

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

mw
つ
づ
い
て
第
二
段
の
反
省
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
第
一
段
の
思
索
の
肯
定
的
な
表
現
を
否
定
的
命
題
に
鰯
附
し
て
、

「
無
明
の
滅
に
縁
っ
て
行

の
滅
が
あ
る
。
行
の
滅
に
繰
っ
て
識
の
滅
が
あ
る
。

-
j
i
-
-
:
・
生
の
滅
に
縁
っ
て
老
死
・
愁
・
悲
・
苦
占
憂
・
悩
が
滅
す
る
」
と
結
論
せ
ら
れ

る
。
あ
る
ひ
は
上
述
の
自
然
的
順
序
の
場
合
で
あ
れ
ば
、

「
何
が
な
け
れ
ば
老
死
が
な
い
か
、

何
が
滅
す
れ
ば
老
死
が
滅
す
る
か
」

を
た
づ
ね
、

「
生
が
な
け
れ
ば
老
死
が
な
い
、
生
の
滅
に
縁
っ
て
老
死
が
滅
す
る
」
と
答
へ
つ
つ
、

こ
の
推
理
を
同
様
に
「
老
死
↓
生
↓
-
j
i
-
-
↓
無
明
」

に
遡
ら
し
め
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
も
自
然
的
順
序
・
逆
的
順
序
の
そ
の
い
づ
れ
で
も
よ
い
、
こ
の
第
二
段
の
思
索
を
縁
起
の
逆
観
(
官
。

-
F
Bろ
と
呼
ん
で
ゐ
る
。

も
っ
と
も
縁
起
説
の
順
翻
・
油
概
と
い
ふ
言
葉
は
、
今
の
用
法
と
は
異
っ
た
意
味
で
も
使
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
た
と
へ
ば
賛
・
文
経
典

E
S
S
E
P
で
は
順
甑
は
宇
井
博
士
の
自
然
的
順

序
の
こ
と
で
あ
り
、
逆
翻
は
活
的
順
序
の
こ
と
で
あ
る
。
今
は
こ
の
語
を
巴
利
語
経
典
の
律
・
大
品
等
の
用
法
に
従
っ
て
用
ひ
る
。

上
述
の
如
く
に
自
然
的
順
序
で
物
語
り
を
悌
陀
自
身
の
こ
と
と
し
て
第
一
人
格
で
停
へ
る
経
典
は
自
然
に
さ
う
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
他
の
類
型
に
属
す
る
経
典
の
場
合
で
も
、
十
二
支
縁
起
経
典
の
あ
る
も
の
は
、

こ
の
十
二
支
縁
起
設
を
悌
陀
の
成
道
の
際
の
菩
提
樹

下
の
詮
悟
の
内
容
だ
と
敬
へ
て
い
る
。
そ
れ
が
事
貰
で
あ
る
か
否
か
に
就
い
て
の
諸
墜
者
の
見
解
は
様
々
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
が
縁

起
設
の
本
質
内
容
の
解
明
に
必
要
な
る
限
り
に
於
て
、

後
程
間
接
に
ふ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ら
う
(
二
一
一
頁
以
下
参
照
)
0

だ
が
こ
の
問
題
に
就

検
起
設
に
於
け
る
相
依
性
の
問
題
(
武
内
)

一
五
五
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い
て
の
筆
者
自
身
の
研
究
は
、

そ
の
矯
に
は
煩
雑
な
経
典
の
本
文
批
剣
に
互
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、

後
表
を
他
の
機
曾
に
ゆ
づ
り
た
い
と
恩

ふ
。
本
論
で
は
そ
の
こ
と
の
異
偽
は
正
面
か
ら
は
問
題
と
し
得
な
い
が
、

と
に
か
く
順
観
及
び
逆
観
に
よ
っ
て
連
結
せ
ら
れ
て
ゐ
る
、

こ
の
十

二
の
縁
起
支
の
関
係
の
う
ち
に
、
深
い
宗
敬
的
関
験
の
表
白
が
秘
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、

一
麿
疑
ひ
の
な
い
事
寅
で
あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
出
後
し
よ
う
。

し
か
る
に
従
来
の
偉
統
的
解
穣
は
、
こ
れ
を
阿
毘
達
磨
の
十
二
因
縁
論
に
従
っ
て
解
し
た
結
果
、
こ
の
縁
起
設
の
異
理
を
宗
教
的
自
費
の
表

現
と
し
て
主
種
的
に
把
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
は
反
針
に
こ
の
解
樺
は
、
縁
起
設
と
は
人
間
の
苦
悩
が
如
何
に
し
て
生
ず
る
か

を
客
観
的
に
説
明
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
ゐ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
十
二
支
縁
起
設
の
客
観
的
解
樺
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
輪
廻
の
裡
に

生
れ
て
は
死
し
、
死
し
て
は
叉
生
れ
て
、
常
に
苦
悩
を
う
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

過
去
世
の
無
明
と
行
(
業
)
と
の
結
果
で
あ
る
と
。

宿
世

の
悪
業
は
現
世
の
苔
果
を
ぴ
き
お
こ
し
、
現
世
の
悪
業
も
叉
来
世
の
苦
果
を
ま
ね
く
。

か
く
し
て
縁
起
支
|
|
十
二
の
有
支

l
l
の
関
係
は
、

そ
れ
ら
が
過
去
・
現
在
・
未
来
の
三
世
に
張
り
わ
た
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

如
何
に
こ
の
因
果
磨
、
報
の
理
が
働
く
か
を
救
へ
る
も
の
と
な
る
。

こ
の
様
な
解
樺
は
倫
理
的
訓
戒
で
あ
る
と
同
時
に
、

叉
か
か
る
観
黙
か
ら
見
ら
れ
た
人
間
撃
で
も
あ
る
と
一
一
一
一
口
へ
ょ
う
。
さ
う
し
て
そ
の
説
明
の

客
観
的
な
偏
向
は
、
特
に
宇
井
博
士
の
「
胎
生
墜
的
解
簿
」
と
よ
ば
れ
る
面
に
著
し
く
現
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
は
こ
の
解
稗
の
詳
細
に

立
ち
入
っ
て
は
ゐ
ら
れ
な
い
が
、
要
す
る
に
無
明
は
四
諦
を
は
じ
め
悌
陀
の
誘
く
異
理
に
無
智
官
目
な
こ
と
で
あ
ら
う
し
、
行
は
そ
れ
故
に
未

だ
津
化
せ
ら
れ
ぬ
貧
眠
痴
に
み
た
さ
れ
た
性
格
か
ら
後
す
る
悪
し
き
行
矯
で
あ
る
。
さ
き
に
も
の
べ
た
如
く
無
明
と
行
は
、
過
去
世
に
於
け
る

業
を
明
か
に
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
意
義
は
主
と
し
て
次
の
世
(
現
世
)
に
針
す
る
影
響
カ
に
あ
る
。

か
う
し
て
こ
の
業
の
結
果
と
し
て

人
間
界
に
現
世
に
受
胎
再
生
す
る
時
、
そ
の
人
間
の
後
生
の
生
理
的
過
程
を
指
示
す
る
も
の
が
次
の
識
↓
名
色
↓
六
入
↓
個
別
↓
受
↓
愛
↓
取
↓

有
の
諸
有
支
で
あ
る
。

と
い
ふ
の
は
宿
業
を
荷
っ
て
識
が
母
胎
の
中
に
降
り
る
段
階
、

母
胎
の
中
の
識
が
胎
児
を
形
成
す
る
段
階
、
そ
の
後
育

の
過
程
、

や
が
て
諸
根
が
整
ひ
出
産
す
る
段
階
、
外
界
の
鯖
殺
を
受
け
る
段
階
、
少
年
が
生
長
し
、
愛
慾
を
感
じ
、
愛
慾
を
行
ひ
、

悪
業
を
積



司
君
?

む
段
階
、

そ
の
結
果
再
び

(
こ
の
世
に
死
し
て
〉

来
世
に
樽
生
流
縛
し
て
生
・
病
死
の
苦
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
が
来
世
に
於
け
る

「
生
↓
老
死
」
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
言
へ
ば
こ
の
様
な
所
謂
「
三
世
柄
重
」
の
縁
起
設
の
理
解
に
は
、
順
観
の
方
に
重
黙
が

置
か
れ
、
根
擦
と
根
擦
付
け
ら
れ
る
も
の
と
の
間
の
縁
起
支
の
関
係
を
、
原
因
・
結
果
の
時
間
的
生
起
の
そ
れ
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
さ
う
し

て
こ
の
時
間
的
生
起
は
現
世
を
用
心
と
す
れ
ば
主
と
し
て
胎
生
準
的
に
取
扱
は
れ
、
倫
理
的
に
は
現
世
の
困
が
果
と
し
て
来
世
に
成
熟
す
る
と

す
る
因
果
膿
報
を
数
へ
る
も
の
と
せ
ら
れ
る
。
こ
と
に
こ
れ
ら
の
特
色
の
全
慢
を
通
じ
て
輪
廻
の
観
念
が
動
か
し
得
な
い
前
提
と
せ
ら
れ
て
ゐ

る
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
る
。

さ
て
こ
の
三
世
爾
重
の
因
果
設
は
、
肢
に
早
く
阿
含
の
縁
起
経
の
註
樺
の
中
に
も
そ
の
傾
向
が
あ
ら
は
れ
、
阿
毘
達
磨
論
の
う
ち
で
，
次
第
に

後
展
し
、
倶
合
論
に
よ
っ
て
そ
の
完
成
し
た
形
態
に
達
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
又
他
方
大
乗
悌
教
に
於
て
も
、
十
二
支
縁
起
設
の
解
稗
と

し
て
は
、
こ
の
墜
設
は
動
か
せ
ぬ
樺
威
を
も
っ
と
せ
ら
れ
た
様
で
あ
る
。

た
と
へ
ば
、
龍
樹
の
中
論
等
を
見
て
も
、
縁
起
と
い
ふ
概
念
そ
の
も

の
は
、
彼
の
空
の
癖
護
法
に
よ
っ
て
別
個
に
深
く
堀
り
下
げ
て
考
へ
ら
れ
て
は
ゐ
る
が
、
十
二
支
縁
起
の
解
樺
は
、
全
く
惇
統
的
註
種
の
範
囲

を
一
歩
も
出
て
ゐ
な
い
。
唯
識
撃
波
の
一
一
恢
(
成
唯
識
論
の
二
世
一
重
投
)
は
、

や
や
こ
と
な
る
。

し
か
し
そ
れ
と
て
も
、

解
舗
悼
の
原
理
的
な
立

場
に
は
ほ
と
ん
ど
獲
化
は
な
い
と
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
以
来
十
二
支
縁
起
設
の
解
種
に
は
、

近
来
の
忠
一
者
逮
も
|
|
我
が
閣
に
於
て
も
西
欧
に
於

て
も
|
|
|
大
鰐
皆
こ
の
三
世
雨
重
の
因
果
論
に
従
っ
て
ゐ
た
。
こ
れ
に
針
し
て
宇
井
博
士
は
阿
含
の
内
に
は
、
十
二
支
縁
起
設
が
こ
の
様
な
解

揮
に
喧
-
ち
入
ら
な
い
以
前
の
、

一
層
古
い
形
式
の
註
簿
鰹
(
∞
・
戸
口
・
匂
・
ω
同
・
)
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
せ
ら
れ
た
。
そ
の
註
樺
経
に
よ
っ
て
考
へ

る
と
、
無
明
や
行
が
過
去
世
の
業
因
で
あ
り
、
識
と
名
色
と
が
そ
れ
の
果
報
と
し
て
の
現
世
の
受
胎
で
あ
る
と
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は

ど
こ
に
も
な
い
。
同
様
に
ま
た
そ
こ
で
は
生
や
老
死
が
来
世
に
あ
て
は
め
て
理
解
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
も
な

γ
。
更
に
そ
れ
と
共
に
識
l

名
色
l
六
入
l
縄
l
受
の
系
列
も
叉
胎
生
準
的
解
縛
を
受
け
容
れ
る
絵
地
を
少
し
も
有
し
て
ゐ
な
い
。

一
般
に
輪
廻
の
思
想
を
背
景
と
し
て
、

原
因
・
結
果
の
時
間
的
生
起
に
よ
っ
て
こ
の
十
二
の
縁
起
支
を
設
崩
し
よ
う
と
す
る
業
感
縁
起
の
立
場
は
そ
の
根
擦
を
失
ふ
こ
と
と
な
る
。

検
起
設
に
於
け
る
柑
依
性
の
問
題
(
武
内
)

一
五
七
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そ
こ
で
十
二
支
縁
起
訟
の
解
種
は
全
く
新
し
い
規
粘
か
ら
再
出
後
せ
し
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
新
し
い
立
場
は
一
言
で
い
へ
ば
上
越

の
客
観
的
設
明
を
排
除
し
て
、

(
認
識
)
主
観
の
論
理
主
義
に
立
つ
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
立
場
は
先
づ
縁
起
を
時
間
的
生
起
の
問
題
と
し
て

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
論
理
的
な
係
件
・
蹄
結
の
関
係
と
し
て
見
直
し
て
行
か
う
と
す
る
。
そ
こ
で
宇
井
博
士
の
主
張
は
縁
起
設
は
本
来
は

「
人
生
生
存
が
ど
う
な
っ
て
ゐ
る
か
を
設
か
ん
と
す
る
も
の
で
、
如
何
に
後
生
し
て
来
る
か
を
明
か
に
す
る
の
で
は
な
い
」

申

教
の
賞
践
哲
畢
二
六
九
頁
)
と
せ
ら
れ
る
。
即
ち
博
士
に
よ
れ
ば
縁
起
(
宮

1
n
g
'
g
g
c宅
判
官
〉
と
い
ふ
語
は

(
和
辻
哲
郎
・
原
始
例

「
縁
っ
て
」

(百件目。
g〉

の
意
味
を
有

す
る

m
o
Eロ
仏
と
、

「
生
起
す
る
」

(ggec宅
と
官
民
)

と
い
ふ
動
詞
か
ら
作
ら
れ
た
名
詞
で
出
来
て
ゐ
る
が
、

こ
の
語
の
古
い
意
味
は
こ
の
同

じ
動
詞
の
過
去
受
動
分
詞
形
の
名
詞
、
縁
己
性
(
匂
丘
町
n
g』

S
E
C司
宮
E
E
)
と
同
じ
で
あ
っ
て
「
縁
起
せ
ら
れ
て
あ
る
も
の
」
「
縁
っ
て
生
起
せ
ら

れ
て
ゐ
る
こ
と
」
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
即
ち

Q
I
r
g
)
S
B毛
乱
含
の
本
来
の
意
味
で
は
、
生
起
と
い
ふ
運
動
獲
化
に
こ
の
語
の
重
黙
が

あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
生
じ
た
存
在
の
妖
態
・
存
在
の
有
り
方
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

一
歩
準
め
て
言
へ
ば
生
起
す
る
と
い

ふ
言
葉
も
、

こ
こ
で
は
鵬
首
喰
と
し
て
う
け
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
宛
も
わ
れ
わ
れ
が
論
理
的
な
意
味
で
先
行
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
決
し
て

時
間
的
に
先
行
す
る
の
で
な
い
も
の
に
も
、
「
さ
き
」
と
か

本
車

時
間
的
な
そ
れ
と
同
じ
く
〉
ロ
F
ロ
m
と
呼
ぶ
如
く
、
こ
こ
で
も
「
縁
っ
て
」
と
い
ふ
仕
方
で
の
論
理
的
傑
件
付
け
が
偲
り
に
縁
起
と
い
ふ
語
で

「
あ
と
」
と
か
と
時
間
的
な
表
現
を
な
し
、
論
理
的
な
端
初
(
原
理

PEN--v〉
を

あ
ら
は
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
縁
起
の
持
つ
生
起
と
い
ふ
含
蓄
は
そ
の
本
来
の
時
間
的
な
意
味
を
洗
ひ
落
し
て
、

限
定
す
る
・
規
定

す
る
と
い
ふ
様
な
意
に
解
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。

か
く
し
て
縁
起
設
は
、

わ
れ
わ
れ
の
菩
悩
に
み
て
る
有
限
存
在
者
と
し
て
の
有
り

方
が
、
論
理
的
な
意
味
で
何
を
僚
件
と
し
何
を
根
擦
と
し
て
存
在
し
て
ゐ
る
か
を
明
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。

* 
以
上
は
宇
井
博
士
「
印
度
哲
皐
研
究
第
二
極
」

相
依
性
の
問
題
も
こ
れ
と
同
様
。

FZNFhv(匂
円
台
。
笠
ロ
旨
)
の
、
そ
の
本
来
の
意
味
は
、
時
間
的
な
始
め
で
あ
る
。

(
第
一
一
一
・
十
二
関
紙
の
解
際
)
、
「
冊
数
思
想
研
究
」
第
日
一
草
等
に
よ
っ
て
、
私
の
理
解
に
し
た
が
っ
て
問
由
に
記
述
L
た
匂
以
下
。

申

ヨド
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と
こ
ろ
で
縁
起
設
の
こ
の
根
擦
付
け
、

保
件
付
け
の
特
色
は
、

そ
れ
だ
か
ら
盆
々
、
A
h
h
S
(
g
E
C℃
℃
宮
内
る
と
い
ふ
誇
に
か
か
っ
て
く
る
む
さ

て

吉

正

g
は
「
無
明
に
縁
っ
て
行
が
あ
る
」

f町、
O.l 
〈
炉ー.
'-ー・、~"
O.l1 

炉U
O.l 
の
g 
、〈
♀II 

g 
0" 
関d

t"" 
O.l1 
円

O.l1 
¥ーノ

の
場
合
の
句
仰
の

gv己
と
同
一
の
語
根
か
ら
作
ら
れ
、
そ
の
意
味

も
上
述
の
如
く
「
縁
っ
て
」
と
い
ふ
の
で
雨
者
会
く
等
し
い
。

℃仰のの
mw可
mw

か
ら
は
又
宮
山
告
官
2
3
a
-忠

と
い
ふ
語
が
出
来
て
ゐ
て
、

こ
れ
は
博

土
に
よ
っ
て
相
依
性
と
誇
さ
れ
て
ゐ
る
。
相
依
性
は
阿
含
の
縁
起
経
の
中
に
屡
々
公
式
の
様
に
出
て
来
て
、
そ
の
規
定
が
縁
起
設
に
於
け
る
こ

σコ

「
縁
つ
で
あ
る
」

と
い
ふ
性
格

J

一
般
の
特
質
を
、

最
も
よ
く
表
す
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

相
依
性
と
は
周
知
の
如
く
「
此
が
あ
る
と
き
彼

が
あ
る
、

此
が
起
る
と
き
に
彼
が
起
る
、

此
が
な
い
と
き
に
彼
が
な
く
、

此
が
滅
す
る
と
彼
が
滅
す
る
」

。EB
B
-
H
g
t
E
S
H
V
O巴瞳

-28ω'

ロ
宅
配
科
目
念
日
百
己
宅
と
Y
F
E
S
E
S
S
E
-
一
念
召

S
F
O
H
r
E
g
S
色町。門

H
E
E
S
H
昆門戸

ε
z
t〉(∞・
2
・ロ・匂・
8
・0
円
。
・
)
と
規
定
さ
れ
る
も
の
で
、

此
の
場
A
口
此
と
彼
と
は
二
つ
の
縁
起
支
(
例
へ
ば
生
と
老
死
)

の
こ
と
で
あ
り
、

此
と
彼
と
の
今
漣
べ
ら
れ
た
開
係
は
、
前
半
で
は
順
観
を
示
し
、

会
く
縁
起
訟
の
設
く
と
こ
ろ
を
公
式
化
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い

が
、
し
か
し
草
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
会
式
に
よ
っ
て
縁
起
関
係
の
も
う
一
つ
の
重
大
な
本
質
|
|
彼
・
此
の
間
の
相
依
相
関
性
・
相

資
朴
長
怯
が
、
そ
れ
と
共
に
明
か
に
せ
ら
れ
強
調
せ
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
公
式
は
縁
起
の
順
観
と
逆
観
と
が
相
ひ
侯
っ
て
、
此

し
た
が
っ
て
相
依
性
の
表
す
と
こ
ろ
は
、

後
宇
で
は
逆
翻
慨
を
示
し
て
ゐ
る
。

と
彼
と
が
相
互
に
他
を
珠
想
し
あ
ひ
前
提
し
あ
ふ
|
|
交
互
媒
介
・
依
他
的
存
在
と
し
て
の
|
|
相
互
縁
を
形
成
す
る
こ
と
を
明
示
す
る
も
の

「
相
ひ
縁
つ
で
あ
る
」
関
係
が
、
同
時
に
縁
起
支
を
た
ど
っ
て
の

と
一
一
一
一
ロ
へ
ょ
う
。

こ
の
黙
よ
り
す
れ
ば
縁
起
の
論
理
は
縁
起
支
の
間
の

「
縁
つ

て
あ
る
」
根
援
付
け
と
、
再
び
相
依
と
な
っ
て
ゐ
る
様
な
一
種
濁
特
の
根
擦
の
論
理
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
十
二
支
縁
起
訟
を
、
相
依
性
の
理

念
に
依
っ
て
、

こ
の
公
式
に
照
し
て
考
へ
る
と
き
に
、

し
か
し
少
し
く
注
意
す
る
と
た
だ
ち
に
大
き
な
疑
問
が
生
じ
る
。

一
見
極
め
て
明
瞭
な
事
寅
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
よ
う
。

と
い
ふ
の
は
十
二
支
縁
起
設
の
縁
起
関
係
で
は
貰
際
は
そ
の
様
な
相
依
相

開
性
は
成
立
し
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
い
ま
此
が
有
る
と
き
彼
が
有
る
(
彼
が
そ
の
縁
つ
で
あ
る
僚
件
・
根
擦
を
此
に
も
つ
)

と
い
ふ
こ
と
と
、

此
が
な
け
れ
ば
彼
が
な
い
こ
と
と
は
、
若
し
此
が
彼
の
有
る
唯
一
一
保
件
の
場
合
に
は
、

会
く
同
一
の
命
題
の
表
裏
に
す
ぎ
な

綾
起
祝
に
於
け
る
相
依
性
の
問
題
(
武
内
)

一
五
九
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い
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
此
に
依
っ
て
成
立
す
る
と
と
も
に
、

此
が
彼
に
よ
っ
て
成
立
し
て
こ
そ
相
依
相
関
で
あ
ら
う
。
今
の
場
合
は
さ
う
で
は

な
い
。
宇
井
博
士
は
し
た
が
っ
て
、
縁
起
設
で
は
輩
に
傑
件
と
被
保
件
と
の
二
つ
を
取
る
時
に
は
正
し
く
相
依
相
関
の
縁
起
関
係
を
表
す
と
は

言
ひ
得
な
い
が
、
川
縁
起
支
の
爾
端
(
無
明
と
老
死
)
を
除
け
ば
、
他
は
す
べ
て
一
方
で
は
傑
件
と
な
る
と
共
に
、

又
他
方
で
は
被
保
件
と
な
っ

て
ゐ
る
。
そ
こ
に
ふ
品
種
的
に
見
れ
ば
相
依
性
が
見
ら
れ
る
。

同
縁
起
支
の
一
々
は
、

そ
れ
だ
け
で
も
、

叉
そ
の
全
鰹
で
で
も
つ
ね
に
人
生
生

存
の
全
髄
(
自
己
と
世
界
と
を
も
含
め
て
の
存
在
の
全
種
)
を
示
し
て
ゐ
る
。

だ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
は
各
々
が
全
開
を
映
ず
る
部
分
と
し
て
相
ひ

関
聯
し
重
々
無
蓋
に
閥
融
す
る
。
こ
の
二
つ
の
理
由
で
相
依
相
閥
性
が
各
支
の
問
に
成
立
す
る
と
せ
ら
れ
る
。
第
二
の
理
由
(
仙
の
論
旨
)
に
は

因
縁
に
封
す
る
後
世
の
華
骸
哲
皐
の
親
方
の
如
き
も
の
を
珠
想
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ら
う
し
、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、
少
く
と
も
阿
毘
達
磨
の

法
論
に
於
け
る
如
く
法
の
成
立
を
衆
縁
の
来
集
(
〈
-
F
E
E
H
F
-
S
E
r
B
E
E
r
-
H・
ヲ
ロ
)
で
考
へ
る
立
場
を
前
提
し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
縁
起
の
相
依
性
と
し
て
考
へ
る
も
の
は
、

必
ず
し
も
こ
の
様
な
因
と
縁
と
の
有
論
的
な
和
合
を
前
提
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
は
限
ら
な
い
。
後
に
述
べ
る
如
く
今
相
互
縁
と
し
て
把
え
よ
う
と
す
る
相
依
性
の
理
念
は
、
そ
れ
ら
よ
り
は
一
層
根
源
的
で
あ

り
且
つ
寅
存
的
な
二
つ
の
縁
起
支
の
間
の
相
依
相
即
で
あ
る
。
そ
れ
は
後
世
の
唯
識
撃
波
が
根
擦
の
練
へ
り
(
穂
依
駅
B
ヨも
R
W〈
豆
町
〉
と
規
定

し
た
意
味
で
の
廻
心
の
場
で
始
め
て

l
lた
だ
そ
れ
か
.
ら
の
超
越
と
と
も
に
ー
ー
そ
の
関
聯
の
根
本
構
造
が
了
知
せ
し
め
ら
れ
る
如
き
も
の
で

あ
る
。
具
穂
的
に
言
ふ
と
、
わ
れ
わ
れ
が
す
ぐ
次
に
述
べ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
九
支
或
は
十
支
の
縁
起
設
に
於
て
「
識
に
縁
っ
て
名
色
が
あ
る
・

名
色
に
縁
っ
て
識
が
あ
る
」
と
せ
ら
れ
る
時
の
、
識
と
名
色
と
の
相
依
相
関
性
の
場
合
が
、

正
し
く
こ
の
様
な
相
依
相
即
性
な
の
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
に
就
い
て
は
後
に
も
う
一
度
詳
し
く
論
ず
る
こ
と
と
し
よ
う
。
宇
井
博
士
の
第
一
の
理
由
(
川
仰
の
論
旨
)
に

は
主
旨
の
充
分
明
瞭
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
様
に
も
見
え
る
。

い
づ
れ
に
し
て
も
そ
の
様
な
観
黙
が
果
し
て
縁
起
読
(
そ
の
相
依
相
創
性
の
論
理
)

の
原
初
の
考
へ
方
を
、
充
分
に
把
え
蓋
し
て
ゐ
る
と
言
ひ
う
る
で
あ
ら
う
か
、
少
く
と
も
私
に
は
多
少
の
疑
義
な
き
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
原
始
悌
数
の
理
解
に
於
て
、
宇
井
博
士
と
密
接
な
開
聯
に
立
ち
、

一
九
二

O

i
一
九
三

O
年
の
聞
に
爾
者
相
ひ
倹
っ
て
原
始
傍
教
の
根



司
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本
概
念
、
こ
と
に
縁
起
の
解
明
に
劃
期
的
な
仕
事
を
せ
ら
れ
た
和
辻
哲
郎
博
士
の
見
解
は
、
こ
の
黙
で
は
宇
井
博
士
と
著
し
く
こ
と
な
っ
て
ゐ

る
。
和
辻
博
士
に
よ
れ
ば
、
縁
起
設
は
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
経
験
の
領
域
を
可
能
な
ら
し
め
る
ア
プ
リ
オ
リ
t
l
な
範
曙
の
髄
系
で
あ
る
。
博
士

に
よ
れ
ば
自
然
的
立
場
が
主
客
針
立
の
裡
に
経
験
し
て
ゐ
る
日
常
世
界
を
、

五
趨
設
や
六
入
設
は
こ
れ
を
成
立
せ
し
め
る
法

2
E
B
E
&
に
還

元
す
る
。
ハ
さ
う
し
て
そ
の
際
こ
の
五
組
六
入
の
法
自
身
は
、
主
客
の
針
立
を
超
越
し
た
無
我
な
る
「
か
た
・
の
り
」
と
し
て
本
質
直
視
の
針
象

と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
池
仇
し
て
日
常
的
経
験
の
内
部
の
も
の
で
は
な
い
。
)
宛
も
カ
ン
ト
の
純
粋
理
性
批
剣
に
於
て
準
的
認
識
の
可
能
根
援
が

五
組
設
や
六
入
設
が
五
或
は
六
の

こ
こ
で
は
自
然
的
認
識
(
立
場
)
の
可
能
根
擦
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

聞
は
れ
た
如
く
、

法
(
範
鴫
)
と
し
て
並
存
せ
し
め
て
ゐ
る
も
の
を
統
一
し
、
「
五
或
は
六
の
範
鴫
と
し
て
並
立
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
な
く
、
法
の
聞
の
傑
件
関
係

を
辿
っ
て
究
極
の
傑
件
た
る
行
を
見
出
し
、
こ
の
行
に
統
一
せ
ら
れ
る
一
切
の
有
矯
の
法
が
無
明
の
領
域
と
し
て
限
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を

明
か
に
す
る
」
と
こ
ろ
に
縁
起
設
の
眼
目
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
か
か
る
縁
起
設
の
立
場
に
よ
っ
て
鮮
明
せ
ら
れ
た
法
の
秩
序
は
一
義
的
な
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
岩
田
然
そ
の
相
依
性
・
交
互
性
を
許
さ
な
い
筈
で
あ
る
。
も
し
も
交
互
性
が
縁
起
支
の
聞
に
成
立
す
れ
ば
、

宇
井
博
士

の
論
理
的
秩
序
と
い
ふ
も
の
も
、
最
早
成
立
し
な
く
な
り
は
し
ま
い
か
?

な
る
ほ
ど
十
二
支
・
十
支
・
九
支
・
等
様
々
の
縁
起
設
の
諸
類
型

に
共
通
の
特
性
で
あ
る
も
の
、
縁
起
設
一
般
の
共
通
性
格
を
抜
き
出
す
と
す
れ
ば
、
宇
井
博
士
の
主
張
せ
ら
れ
る
如
く
相
依
性
と
言
ふ
こ
と
に

蹄
す
る
で
あ
ら
う
。

し
か
し
そ
れ
に
着
目
す
れ
ば
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
縁
起
設
に
個
有
で
濁
自
な
そ
の
法
の
根
擦
付
け
の
仕
方
は
見
失
は
れ
て

了
ふ
で
あ
ら
う
と
。
こ
の
宇
井
・
和
辻
博
士
の
見
解
の
相
違
は
賓
は
縁
起
設
の
理
解
の
根
本
の
問
題
に
拘
っ
て
ゐ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
問
題

に
充
分
な
解
決
を
輿
へ
る
こ
と
が
、
雨
博
士
の
精
紳
に
沿
ひ
っ
つ
、

而
も
一
歩
新
し
き
地
平
へ
こ
の
研
究
を
推
進
せ
し
め
る
僑
の
、

不
可
快
の

要
件
と
な
る
で
あ
ら
う
。
而
も
不
思
議
な
こ
と
に
こ
の
こ
と
に
注
意
す
る
人
も
、
ま
し
て
そ
の
矛
盾
を
展
開
し
て
新
し
い
解
決
を
求
め
る
如
何

な
る
企
も
今
日
ま
で
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

縁
起
説
に
於
け
る
相
依
性
の
問
題
(
武
内
)

一
六
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誌
胤
束
粧
に
於
け
る
一
識
と
名
色

縁
起
訟
は
縁
起
支
の
問
の

l
l法
と
法
と
の
問
の

l
l
一
義
的
な
傑
件
付
け
の
関
係
で
あ
る
の
か
?

或
は
叉
そ
れ
ら
は
相
依
相
閥
的
に
相

互
に
縁
じ
合
っ
て
成
立
し
て
ゐ
る
か
?

こ
れ
が
一
の
最
後
で
わ
れ
わ
れ
が
逢
着
し
た
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
ひ
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
、

も
う
一
つ
の
問
題
が
わ
れ
わ
れ
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
十
二
支
・
十
支
・
九
支
及
び
そ
の
他
そ
れ
以
下
の
敷
支
の
種
φ

の
縁
起
設

の
会
開
に
一
貫
す
る
共
通
の
し
た
が
っ
て
根
本
の
特
性
1

1
ー
か
か
る
も
の
と
し
て
相
依
性
が
考
へ
ら
れ
た

l
lが
果
し
て
存
在
す
る
の
か
?

も
し
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
諸
縁
起
訟
の
形
成
に
如
何
に
働
い
て
ゐ
る
か
?

縁
起
設
の
元
初
的
な
形
態
の
中
で
は
如
何
に
?

後
展

し
た
形
態
で
は
如
何
に
?

と
い
ふ
問
題
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
問
題
は
賞
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
最
初
の
問
題
に
答
へ
る
こ
と
が
、
同
時
に
第
二
の
問
題
の
答
と
も
な
る
。
戎
は
後

者
は
前
者
の
理
論
の
系
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
さ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
第
二
の
問
題
が
ま
た
第
一
の
解
決
の
試
金
石
に
も
な
り
う
る
の
で
あ

る
。
第
一
の
問
題
に
針
す
る
わ
れ
わ
れ
の
答
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
縁
起
設
は
相
ひ
縁
つ
で
あ
る
傑
件
付
け
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
そ
れ
は

一
義
的
な
係
件
付
け
で
あ
る
と
と
も
に
、

又
同
時
に
相
互
的
な
依
存
関
係
で
も
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
相
ひ
矛
盾
す
る
要
求
を
具
種
的
に
一
つ
に

統
一
し
て
ゐ
る
様
な
根
擦
付
け
こ
そ
が
、
縁
起
設
の
根
本
の
理
念
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
九
支
或
は
十
支
の
縁
起
設
が
極
め
て
明
瞭
に
示
し
て

ゐ
る
。
と
い
ふ
の
は
こ
れ
ら
の
縁
起
設
で
は
、
そ
の
最
後
の
根
擦
は
、
識
と
名
色
と
の
「
識
に
縁
っ
て
名
色
が
あ
る
、
名
色
に
繰
っ
て
識
が
あ

る
」
と
い
ふ
相
互
縁
の
形
態
を
と
っ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
他
の
縁
起
支
は
一
義
的
な
傑
件
付
け
で
秩
序
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
郎
ち
闘
で
一
不

す
と
そ
れ
は
次
の
様
な
形
を
取
る
。

議
川
名
色
↓
(
六
入
)
↓
燭
↓
受
↓
愛
↓
取
↓
有
↓
生
↓
老
死

一
般
に
こ
の
様
に
そ
の
虜
頭
に
相
互
縁
を
冠
し
て
ゐ
る
根
擦
付
け
を
、

わ
れ
わ
れ
は
縁
起
殺
の
本
来
の
形
で
あ
る
と
考
へ
る
。
勿
論
十
二
支
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J
Z
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品
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W
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を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
八
支
・
七
支
・
六
支
等
々
の
縁
起
設
で
は
、

こ
の
形
は
屡
々
明
瞭
に
あ
ら
は
れ
て
は
ゐ
な
い
。

し
か
し
よ
く
注
意
し

て
調
べ
て
行
く
と
、

そ
れ
ら
は
皆
こ
の
様
な
形
の
某
本
的
縁
起
関
係
に
、

還
元
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
次
第
に
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
で
あ

作り、っ。

ー
ー
そ
の
こ
と
に
就
い
て
は
こ
こ
で
は
全
面
的
に
は
論
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

本
論
で
は
僅
か
に
十
二
支
縁
起
設
と
こ
の
基
本
形
と

の
関
係
が
、
無
明
・
行
・
識
・
名
色
の
四
支
に
亙
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ー
ー
と
も
か
く
こ
の
基
本
形
の
縁
起
設
で
は
、
第
一

に
、
目
下
の
と
こ
ろ
わ
れ
わ
れ
の
紋
速
は
頗
る
形
式
的
で
あ
る
が
、
上
述
の
一
方
的
な
根
擦
付
け
と
相
互
的
な
縁
成
関
係
と
が
一
つ
の
韓
系
に

統
一
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
(
勿
論
そ
れ
仕
縁
起
設
が
根
擦
の
論
理
と
し
て
首
尾
一
貫
し
て
働
い
て
ゐ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
の
こ
と
で
は
あ
る

が)、

叉
第
二
に
、
基
本
形
と
十
二
支
・
八
支
・
七
支
・
六
支
等
こ
れ
ら
種
々
の
縁
起
設
と
の
開
係
を
、
相
互
縁
守
口

P
E
P
2
2
E
C
W》
己
)
を
中
心

と
し
て
、
解
明
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
そ
れ
が
第
二
の
問
題
の
解
答
と
な
る
こ
と
は
大
略
明
か
で
あ
ら
う
。

こ
の
様
な
某
本
形
を
取
っ
て
ゐ
る
十
支
の
縁
起
設
の
う
ち
に
、

産
束

(
Z
E
E
-山

Z
3
2・Z
・口・も
-
Z
口
)
と
名
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
経
典
が
あ
る
。
こ

の
経
典
は
わ
れ
わ
れ
の
考
へ
る
相
依
相
開
性
と
し
て
の
縁
起
設
の
意
味
を
理
解
す
る
の
に
極
め
て
重
要
な
手
懸
り
を
輿
へ
る
。

こ
の
経
は
識
と
名
色
と
の
関
係
を
一
つ
の
響
喰
で
敬
へ
る
。

「
嘗
へ
ば
二
つ
の
麓
束
が
、
相
互
に
相
ひ
依
っ
て
立
つ
如
く
、
そ
れ
と
同
じ
く

名
色
に
縁
っ
て
識
が
あ
り
、
識
に
繰
っ
て
名
色
が
あ
る
。
名
色
に
縁
っ
て
六
入
が
あ
る
。
六
入
に
縁
っ
て
鯛
が
あ
る
。
:
:
:
:
:
:
か
く
し
て
全

菩
溢
の
集
が
あ
る
。
若
し
ご
れ
ら
の
麓
束
の
中
、

一
つ
を
取
り
去
れ
ば
、

一
つ
は
件
れ
る
で
あ
ら
う
。
他
を
取
り
去
れ
ば
他
は
作
れ
る
で
あ
ら

ぅ
。
そ
れ
と
同
じ
く
名
色
の
滅
に
縁
っ
て
識
の
滅
が
あ
り
、
識
の
減
に
縁
っ
て
名
色
の
滅
が
あ
る
。
名
色
の
減
に
縁
っ
て
六
入
の
滅
が
あ
る
。

六
入
の
滅
に
縁
っ
て
鰐
の
減
が
あ
る
。
:
・
:
:
:
-
j
i
-
-
か
く
し
て
全
菩
惑
が
滅
す
る
o
」

こ
の
響
喰
は
よ
く
考
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

こ
こ
で
語
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、

二
の
産
束
が
支
へ
あ

っ
て
立
つ
如
く
に
、
識
と
名
色
と
が
相
ひ
依
っ
て
成
立
し
て
ゐ
る
と
言
ふ
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
嘗
喰
が
強
調
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の

は
、
む
し
ろ
二
つ
の
産
束
の
相
び
依
っ
て
立
つ
と
い
ふ
産
束
の
存
在
成
立
の
根
擦
が
、
そ
の
ま
ま
そ
れ
の
崩
落
の
根
擦
で
も
あ
る
と
一
一
一
一
口
ふ
黙
で

職
起
訟
に
於
け
る
相
位
性
の
問
題
(
武
内
)

一
六
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あ
る
。
故
に
存
在
の
根
擦
が
一
轄
し
て
た
だ
ち
に
根
擦
の
崩
落
に
翻
へ
る
。
こ
の
意
味
で
老
死
の
成
立
す
る
鋳
の
最
後
の
根
擦
と
し
て
の
「
識

と
名
色
と
の
相
依
相
開
」
は
、
そ
の
成
立
の
相
依
が
賞
は
た
だ
ち
に
都
へ
っ
て
そ
の
ま
ま
そ
れ
の
消
滅
の
相
依
と
な
り
、

か
く
し
て
老
死
の
消

滅
と
な
る
の
で
あ
る
。
順
観
と
逆
観
と
は
こ
の
根
擦
の
特
殊
な
本
質
に
由
っ
て
一
つ
に
結
ぼ
れ
て
ゐ
る
。

1
1
1
同
じ
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
さ
き

に
は
順
観
と
逆
観
と
が
相
ひ
侠
っ
て
、
識
と
名
色
と
の
相
依
性
を
規
定
す
る
と
一
言
っ
た
(
七
頁
参
照
)
lー
さ
も
な
け
れ
ば
順
観
に
よ
っ
て
苦
(
老

死
)
の
根
援
が
見
出
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
如
何
に
し
て
減
せ
ら
れ
得
る
か
が
依
然
残
さ
れ
た
問
題
と
な
る
で
あ
ら
う
。

こ
の
根
援
の
醗
へ
り
に
依
る
順
親
と
逆
観
と
の
統
一
の
問
題
は
、

又
金
書
績
の
集
と
減
と
の
関
係
だ
と
考
へ
で
も
よ
い
。
問
題
は
四
諦
訟
の

核
心
に
鯖
れ
る
。
さ
て
悌
陀
の
ぺ
ナ

1
レ
ユ
の
最
初
の
設
法
に
於
て
設
か
れ
た
と
せ
ら
れ
、
そ
れ
以
来
原
始
併
殺
の
濁
自
の
敬
義
と
し
て
重
視

せ
ら
れ
て
ゐ
る
四
諦
設
は
、

克
・
来
は
嘗
時
の
盤
整
の
術
語
で
あ
っ
た
。

そ
の
場
合
苦
(
仏
c
r
r
E〉
と
は
患
者
の
病
妖
を
意
味
し
、

苦
の
集

(仏
c
r
r
g
g
g
c
eヨ
)
と
は
そ
の
疾
病
の
原
因
の
こ
と
で
あ
る
。

菩
の
滅

2
c
r
r
E
E
円。ι
E〉
は
こ
の
原
因
の
除
去
即
ち
治
療
の
到
達
す
べ
き

と
は
治
療
の
方
法
論
で
あ
っ
た
。
四
諦
が
こ
の
様
に
考
へ
ら
れ
る
時
に
は
、

目
的
を
表
し
、

苦
減
の
道

((HcrrrωEHO門
凶
}
岡
山

mFHH一巳℃丘町勺釦門戸
m
F

〉

苦
の
集
は
た
だ
ち
に
苦
の
滅
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
菩
の
減
は
目
的
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
へ
の
途
で
あ
る
苦
滅
の
遵
と
は
す
ぐ
そ
の
ま
ま

で
連
結
せ
ら
れ
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
菩
滅
の
遣
は
そ
れ
と
は
別
個
の
新
た
な
最
も
重
大
な
課
題
と
な
る
。
同
様
に
原
始
悌
教
に
於
け
る
四

諦
設
も
道
と
滅
と
が
手
段
と
目
的
と
の
聞
係
に
考
へ
ら
れ
る
と
同
じ
問
題
に
嘗
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
四
諦
設
の
菩
滅
に
趣
く
道

は
、
経
典
で
は
八
雲
道
と
し
て
示
さ
れ
て
ゐ
る
だ
け
で
、

必
ず
し
も
そ
れ
へ
の
手
段
や
方
法
と
し
て
技
術
的
な
見
地
か
ら
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
と

は
考
へ
ら
れ
な
い
。
浬
繋
へ
の
道
と
し
て
の
八
雲
道
や
菩
滅
道
は
、

も
っ
と
別
の

「
道
」
(
℃
丘
町
宮
島
)
に
就
い
て
の
宗
教
的
簡
験
に
基
づ
い
て

理
解
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
に
就
い
て
は
別
の
機
曾
に
あ
ら
た
め
て
立
ち
入
っ
て
述
べ
た
い
。

た
と
へ
ば
四
諦
設
を
笹
方
明
と
比
較
し
て

述
べ
る
経
典
で
も
こ
の
こ
と
は
剣
然
と
し
て
ゐ
る
。

害
減
道
は
病
を
治
療
し
た
も
の
が
再
畿
を
防
ぐ
珠
後
の
治
療
で
あ
っ
て
、

l
iそ
こ
で
は

貰
際
に
は
道
の
生
活
・
借
伽
の
生
活
邸
ち
悌
陀
を
庇
護
者
と
す
る
生
活
が
意
味
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
o
l
l
l
本
嘗
の
治
療
は
苔
滅
で
あ
る



'胃

と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
(
大
正
臓
ニ
径
一

O
五

μ
l
v
)
そ
れ
に
最
も
筒
草
な
悌
陀
の
敬
の
綱
要
は
「
諸
法
は
因
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
如
来
は
そ
れ
ら
の
図

を
設
き
給
ふ
。

又
そ
れ
ら
の
滅
を
も
。
大
沙
門
は
か
く
の
如
く
敬
へ
給
ふ
。
」
々
。

ι
E
B
E
P
R
E
宅
与
E
芯
R
S召

F
2
5
H
E吾
判
官
E
S
即日出

件
。
白
山

g
可。

E
g門口
5
2
m
w
J
H
〈
料
品
ご

5
5
g
B
ω
。
。
〉
と
か

「
集
法
で
あ
る
も
の
は
皆
減
法
で
あ
る
」
(
ヨ
ヨ
区
山
氏
自

B
c
e
E
ι
E
B
E
ω
ヨ

g
v
g召

官
吋

HH比
g
n
H
F
E
E
g
g
μ
七
〉
と
い
ふ
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
四
諦
設
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
正
し
く
こ
の
根
援
と
根
擦
の
練
へ
り
と
の
本
質
的

で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
縁
起
設
は
四
諦
設
の
教
義
内
容
を
菩
の
集
と
菩
の
滅
と
を
中
心
に
置
い
て
さ
ら
に
展
開
し

こ
の
こ
と
は
縁
起
の
順
観
逆
観
と
が
い
つ
で
も
会
苦
組
の
集
、

関
聯
(
集
邸
滅
〉

た
も
の
で
あ
る
。

会
苦
殖
の
減
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
設
か
れ
て
ゐ
る
こ
と

か
ら
も
う
か
が
ひ
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

さ
ら
に
四
諦
設
の
苦
の
集
は
渇
愛
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
叉
十
二
支
縁
起
の
第
八
支
に
な
っ
て
ゐ
る
。

四
諦
設
に
於
け
る
渇
愛
の
概
念
に
針
す
る
よ
り
深
い
省
察
の
要
求
と
内
容
の
分
析
機
討
の
結
果
が
、

で
あ
ら
う
と
せ
ら
れ
る
。
き
う
だ
と
す
る
と
苦
集
と
し
て
の
渇
愛
の
自
費
が
、

四
諦
設
を
縁
起
設
に
後
展
せ
し
め
た
も
の

直
ち
に
そ
れ
の
滅
で
あ
る
所
以
を
一
一
膚
詳
細
に
明
か
に
し
よ
う

と
し
た
時
、
識
と
名
色
と
の
相
依
相
関
と
い
ふ
新
し
い
根
援
理
念
が
提
出
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
と
推
定
さ
れ
る
。

牢

大
略
閉
じ
こ
と
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
嘗
師
の
技
術
に
就
い
て
語
っ
て
ゐ
る
(
旨
叩
Z
Z
3
5
5
ω
N
V
)
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
を
四
諦
説
の
側
か
ら
理
解
す
る
と
以
下
の
如
く
に
な

る
。
一
人
の
患
者
に
射
す
る
盤
師
の
仕
事
は
先
づ
そ
の
疾
病
か
ら
病
因
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
患
者
の
病
因
が
例
へ
ば
熱
が
足
り
な
い
等
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
回
復
さ
れ
た
朕
態
が
目
的

と
し
て
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
目
的
と
患
者
の
現
献
と
を
幾
つ
か
の
中
間
の
段
階
を
揖
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
合
す
る
の
が
技
術
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
思
考
は
目
的
か
ら

出
鼓
し
て
、
そ
れ
が
賓
現
さ
れ
る
手
段
を
考
へ
、
さ
ら
に
そ
の
手
段
が
賓
現
さ
れ
る
他
の
手
段
を
考
へ
、
か
う
し
て
最
後
に
患
者
の
現
朕
か
ら
た
だ
ち
に
賓
現
さ
れ
る
手
段
に
至
る
(
例

へ
ば
息
者
の
身
腫
を
摩
擦
す
れ
ば
よ
い
な
ど
)
。

」
れ
に
射
し
て
制
作
は
、
現
朕
か
ら
出
費
し
て
、

さ
き
の
手
段
の
系
列
を
逆
に
紐
遁
し
て
目
的
に
到
達
す
る
。
こ
の
様
に
思
考
と
制
作

と
が
そ
れ
ぞ
れ
遣
の
方
向
か
ら
出
裂
し
て
目
的
と
現
献
と
を
結
び
合
せ
る
と
こ
ろ
に
技
術
の
本
質
が
あ
る
。
恐
ら
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
様
な
思
考
は
同
時
に
盤
方
明
と
し
て
の
印

度
の
四
諦
設
の
設
か
う
と
す
る
所
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
印
度
と
ギ
リ
シ
ャ
の
臨
撃
の
密
接
な
開
係
は
最
近
フ
ィ
リ
オ
ザ
に
よ
っ
て
明
か
に
せ
ら
れ
た
。
プ
ラ
ト
シ
に
も
述
べ
ら
れ
て
ゐ

る
イ

ν
ド
・
ギ
リ
シ
ャ
に
共
通
の
病
理
論
と
同
じ
く
、

」
の
盤
術
論
も
叉
雨
固
に
共
通
の
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

(Hh・
同

g
g
n
m
g
m
rユ丹市件。ロ}昨日内・匂
-
g
)
l
l
た
と
へ

ば
わ
れ
わ
れ
が
前
頁
に
引
用
し
た
経
典
(
大
正
臓
こ
を
一

O
五
三
に
も
云
何
良
嘗
善
知
晶
病
源
一
謂
良
盤
善
知
f

此
病
因
ν
風
起
、
疾
陰
起
、
誕
唾
起
、

衆
冷
起
、
因
畠
現
事
-
起
、
時
節

起
ヘ
是
名
z
良
嘗
善
知
畠
病
源
一
、
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ギ
リ
シ
ャ
で
も
信
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
病
因
で
あ
る
。
今
述
べ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
盤
術
論
で
は
家
冷
よ
り
起
っ
た
病
無
が
問
題
と

縁
起
設
に
於
け
る
相
依
性
の
問
題
(
武
内
)

一
六
五
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十

周

年

記

念

論

集

一
六
六

な
っ
て
ゐ
る
。

事

* 
原
始
仰
教
の
縁
起
説
の
成
立
に
一
見
解
を
示
し
て
ゐ
て
注
目
す
べ
き
も
の
に
フ
ラ
ウ
ヴ
ァ
ル
ナ
1
の
近
業
が
あ
る
(
同
B
E
S
-
-
B円
H
F
E
E
Z
E
-
E
8
1忌
H

・
戸
同
∞
ア
官
。
)
。
彼
の

畢
説
の
根
本
の
蹴
黙
は
、
併
陀
の
教
説
は
彼
自
身
の
四
十
年
に
一
旦
る
布
教
の
生
活
の
聞
に
，
次
第
に
設
展
し
、
奮
い
説
は
一
層
詳
し
く
伸
陀
自
ら
に
よ
っ
て
解
揮
せ
ら
れ
、
或
は
改
善
せ
ら
れ
、

又
場
合
に
よ
っ
て
は
雛
更
せ
ら
れ
た
。

フ
ラ
ウ
グ
ァ
ル
ナ
ー
に
よ
る
と
伸
陀
の
最
初
の
教
義
は
初
締
法
輪
鰹
に
見
ら
れ
る
。
先
づ
「
解
肱
へ
の
遁
」
と
し
て
は
、
そ
れ
は
最
初
八
里
遺
で

あ
っ
た
に
相
重
な
い
。
し
か
し
八
患
遁
そ
の
も
の
は
形
式
的
で
あ
っ
て
、
具
韓
的
に
そ
の
内
客
が
何
に
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
向
来
な
い
。

フ
ラ
ウ
ゲ
ァ
ル
ナ
1
は
宇
井
博
士
が
仰
教
教

圏
の
所
産
で
あ
る
と
せ
ら
れ
た
畏
部
沙
門
果
需
に
見
ら
れ
る
様
な
詳
細
な
修
行
の
階
梯
、
解
脱
へ
の
遁
の
案
内
圃
(
博
士
の
所
謂
「
修
行
遁
の
大
綱
」
)
を
仰
陀
の
晩
年
に
至
っ
て
成
立
し

た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
修
行
道
の
様
な
も
の
が
伸
弟
子
や
孫
弟
子
達
に
よ
っ
て
易
々
と
改
質
せ
ら
れ
る
筈
が
な
い
。
し
か
る
に
沙
門
果
経
に
説
く
様
な
「
修
行
遁
の
大
綱
」

は
多
く
経
典
に
存
し
、
そ
の
内
容
の
根
本
の
部
分
は
最
も
古
い
停
敢
に
基
づ
く
ご
と
く
で
あ
る
。
き
う
し
て
阿
含
経
典
に
於
け
る
こ
の
修
行
道
の
大
綱
へ
の
偉
敬
は
八
聖
道
へ
の
そ
れ
を

匪
倒
し
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
は
仰
陀
自
身
が
こ
の
修
行
の
階
梯
を
後
に
至
っ
て
弟
子
達
に
興
へ
た
と
考
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
充
分
に
了
解
し
う
る
。

解
脱
へ
の
遁
、
修
行
の
階
梯
か
ら
こ
の
様
に
始
め
と
終
り
と
で
大
き
な
質
化
を
示
し
た
如
く
、
解
脱
の
虞
理
の
内
客
も
大
き
な
護
展
を
そ
の
四
十
年
の
精
神
生
活
の
裡
に
示
し
て
ゐ
る
。

伸
陀
の
正
廊
此
の
内
客
は
同
じ
く
ベ
ナ
1
レ
ス
で
説
い
た
四
諦
の
説
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
四
諦
説
に
は
種
々
の
J
B
ュB
Z
が
存
在
す
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
は
そ
の
原
始
的

な
形
だ
け
を
問
題
と
す
る
。
四
諦
劫
は
伸
陀
の
正
覚
の
内
客
を
な
す
も
の
と
し
て
古
く
か
ら
最
大
の
纏
威
を
持
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
四
諦
識
も
八
聖
遁
と
同
じ
く
そ
れ
だ
け
で
は
意
義
が

充
分
明
瞭
で
な
い
と
も
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
人
間
の
生
死
輪
廻
の
生
を
苦
と
考
へ
る
こ
と
、
こ
の
苦
の
根
撮
と
し
て
欲
望
を
翠
げ
る
こ
と
は
、
既
に
ウ
バ
ニ
シ
ヤ
ヅ
ド
に
も
見
ら
れ
る

考
へ
で
あ
る
。
渇
愛

(g雲山
)

L

し
し
て
そ
れ
を
一
示
す
と
こ
ろ
に
、
原
始
伸
教
の
個
有
の
立
場
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
も
未
だ
四
諦
読
の
み
で
は
明
瞭
で
な
い
。
そ
れ
で
は

倒
陀
の
正
費
の
濁
自
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
?

叉
正
賓
は
渇
愛
の
減
で
あ
る
と
と
も
に
、

「
無
明
を
離
れ
、
明
生
じ
る
」
智
懇
で
あ
り
悟
り
で
あ
る
。
さ
う
し
て
印
度
宗
教
思
潮

に
於
て
は
、
解
脱
は
何
よ
り
も
先
づ
無
明
よ
り
の
離
脱
と
し
て
の
費
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
渇
愛
と
無
明
と
は
如
何
に
関
係
す
る
か
。

が
て
仰
陀
を
し
て
そ
の
内
客
を
再
び
検
討
し
そ
の
思
想
を
展
開
せ
し
め
る
機
縁
と
な
っ
た
。
フ
ラ
ウ
ゲ
ァ
ル
ナ
l
は
六
入
説
・
五
組
説
等
々
が
四
諦
読
を
十
二
支
縁
起
読
の
方
へ
護
展
さ

」
れ
ら
の
問
題
が
、
正
置
の
後
に
や

せ
る
時
に
ど
の
様
な
役
割
を
し
た
か
の
説
明
を
か
な
り
手
際
よ
く
行
っ
て
ゐ
る
。

産
束
の
嘗
喰
は
順
蜘
慨
が
逆
説
に
練
へ
る
轄
依
の
構
造
を
巧
妙
に
表
し
て
ゐ
る
。

し
か
し
響
喰
は
管
憶
で
あ
る
か
ら
、

完
全
に
警
へ
ら
れ
て
ゐ

る
事
態
を
表
し
蓋
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。

相
ぴ
依
っ
て
立
つ
二
つ
の
産
束
を
介
す
矯
に
は
、

外
か
ら
カ
が
加
は
っ
て
そ
の

そ
れ
は
産
束
の
な
り
立
ち
に
基
づ
く
。

一
つ
を
介
さ
ね
ば

な
ら
な
い
。

一
つ
を
介
せ
ば
勿
論
残
り
の

一
つ
も
介
れ
る
で
あ
ら
う
。

し
か
し
は
じ
め
に
は
外
の
カ
が

こ
の
場
合
に
は
失
張
り
必
要
な
の
で
あ
る
。

相
生
せ
ら
れ
た
も
の
は
、

そ
れ
が
直
ち
に
相
殺
に
逆
轄
す
る
と
は
一
一
面
へ
な
い
筈
で
あ
る
か
ら
。

そ

i

i

l

k

i

l

l

-

-
恥



司
?

れ
は
何
時
か
は
さ
う
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
さ
う
な
る
に
は
そ
の
需
の
僚
件
ハ
例
へ
ば
外
か
ら
の
カ
〉
が
そ
の
時
必
ず
働
か
ね
ば
な
ら
な

ぃ
。
そ
れ
が
働
か
ぬ
限
り
は
相
生
は
相
生
で
止
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
一
廉
そ
の
様
に
考
へ
勝
ち
で
あ
る
。
し
か
し
悌
数
撃
的
見

方
か
ら
す
る
と
こ
の
警
喰
は
少
し
く
こ
れ
と
は
遣
っ
た
意
味
あ
ひ
を
示
し
て
く
る
。
原
始
悌
教
に
於
て
も
、
阿
毘
達
磨
の
法
論
に
於
て
も
、
法

は
根
本
的
に
無
常
、
利
那
滅
の
も
の
と
せ
ら
れ
る
o

(

但
し
こ
れ
ら
の
規
定
の
意
味
内
容
は
爾
者
で
同
じ
で
は
な
い
。
こ
の
黙
は
後
に
鯛
れ
る
。
)

阿
毘
達
磨
の
立
場
か
ら
理
解
せ
ら
れ
る
と
、
法
は
一
瞬
一
瞬
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
一
瞬
に
生
・
住
・
減
C
住

wEHF
口一円

azw)
の
一
二
位
を
経

て
、
過
去
に
落
謝
す
る
。
さ
う
し
て
他
の
法
が
そ
れ
に
代
っ
て
登
場
す
る
。

か
う
し
て
次
か
ら
次
へ
と
移
っ
て
行
く
時
の
、
同
時
的
或
は
越
繍

的
な
法
の
結
合
関
係
が
縁
起
性
一
一
般
で
あ
る
。

だ
か
ら
夜
空
に
輝
く
電
光
-
一
ュ

1
見
の
文
字
の
様
に
、

一
瞬
に
明
滅
し
て
次
に
交
替
す
る
。
法

と
は
こ
の
一
つ
の
文
字
か
或
は
そ
れ
を
表
し
出
す
若
干
の
電
燈
の
光
の
如
き
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
和
A
口
の
瞬
間
に
肢
に
離
散
し
消
滅
す
る
。

だ
か
ら
縁
起
の
結
合
関
係
は
裏
面
か
ら
は
直
ち
に
離
散
で
あ
る
。
ー
ー
ー
こ
の
様
な
利
那
滅
と
い
ふ
こ
と
は
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
は
頗
る
疎
遠
な

思
想
で
あ
る
。
し
か
し
今
私
が
そ
れ
に
向
っ
て
も
の
を
書
い
て
ゐ
る
札
と
、
そ
の
机
上
の
紙
や
.
へ

y
や
花
が
、
こ
の
色
と
こ
の
形
と
こ
の
燭
費

こ
の
香
り
を
持
っ
て
ゐ
る
具
鐙
的
な
物
と
し
て
日
常
の
直
接
経
験
に
感
ぜ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
科
撃
の
立
場
に
立
て
ば
そ
れ
ら
が
こ
の
様

な
色
も
形
も
鯖
費
も
な
い
原
子
の
集
会
に
す
ぎ
な
い
と
せ
ら
れ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
さ
し
て
怪
み
は
し
な
い
。
さ
う
し
て
そ
れ
な
ら
ば
同
じ

様
に
な
の
庭
で
菅
を
つ
け
、

や
が
て
咲
き
、
幾
日
か
咲
き
つ
づ
け
て
散
っ
た
花
を
、
法
の
立
場
か
ら
は
こ
れ
を
剥
那
滅
の
領
域
に
移
し
て
一
瞬

一
瞬
の
う
ち
に
そ
の
生
・
住
・
滅
を
考
へ
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
ら
う
。
阿
毘
達
磨
の
哲
撃
は
す
べ
て
の
存
在
す
る
も
の
を
、

か
か
る
法
の

断
緒
川
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
利
那
は
時
間
の
ア
ト
ム

(
極
微
)
で
あ
る
。
現
象
の
空
間
的
ア
ト
ム
を
中
心
に
し
た
正
確
な
記
述
が
出
来
る

な
ら
ば
、
時
間
の
ア
ト
ム
の
そ
れ
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
是
非
は
と
も
か
く
と
し
て
少
く
と
も
一
廉
考
へ
う
る
こ
と
ま
で
は
理
解
出
来

る
で
あ
ら
う
。
或
意
味
で
は
そ
れ
は
非
常
に
現
代
的
な
考
へ
方
で
あ
る
。

さ
て
二
つ
の
麓
束
を
こ
の
様
な
法
の
利
那
滅
の
相
に
於
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
相
生
は
直
ち
に
相
殺
に
、
集
は
減
に
轄
ず
る
。
無
常
相
に
於

縁
起
設
に
於
け
る
相
依
性
の
問
題
(
武
内
)

一
六
七
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て
見
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

た
し
か
に
縁
起
せ
ら
れ
た
法
(
宮
守
S
S
B
c
m
B
g
c
己
記
B
E。)
を
そ
の
成
立
よ
り
は
消
滅
の
相
に
於
て
見
る
こ

と
は
、
利
那
滅
の
立
場
の
著
し
い
特
色
で
あ
っ
て
、

さ
う
し
て
こ
の
こ
と
は
阿
含
の
縁
起
を
読
く
経
典
で
も
、
縁
起
せ
ら
れ
た
法
を
い
つ
も
無

常

(ω
巳の

S
〉
滅
霊
法

(rg
ヨム
5
2自
白
〉
敗
壌
の
法

(
S
3
ι
E
B
B
μ
)
と
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
も
見
ら
れ
る
。

一
瞬
一
瞬
に
於
け
る
存
在

す
る
も
の
の
獲
化
轄
獲

Q
R
r
U
B
&
、
存
在
よ
り
非
存
在
へ
の
念
轄
直
下
が
、
自
己
を
も
含
め
た
存
在
全
鰹
の
有
り
の
ま
ま
の
姿
と
せ
ら
れ

る
。
そ
の
故
に
か
か
る
無
常
な
存
在
に
針
し
そ
れ
に
関
係
す
る
わ
れ
わ
れ
の
態
度
を
も
含
め
て
、

縁
起
せ
ら
れ
た
法
は
又
離
貧
の
法
ハ
三
『
仲
間
?

円
凶
『

μBBmw〉
滅
の
法
(
ロ
一
円
。
仏
}
戸
中
島
S
5
6
)
と
も
よ
ば
れ
て
ゐ
る
。
(
∞
-
Z・口・匂・
C
C
)

心
の
利
那
滅
を
自
発
す
る
こ
と
が
縁
起
を
知
る
前
提
だ
と
設

く
経
典
も
あ
る
。
縁
起
設
の
思
索
も
そ
の
根
本
の
思
索
動
機
を
こ
こ
に
持
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
た
し
か
で
、
二
つ
の
も
の
が
相
ひ
縁
っ
て
何
か
が

生
ず
る
と
縁
起
経
が
設
く
と
き
は
、
そ
の
も
の
は
木
と
木
に
よ
っ
て
鎖
ら
れ
た
火
や
、
油
と
蛇
と
に
よ
っ
て
燃
え
る
油
燈
ー
ー
そ
の
燃
焼
は
油

姓
を
焼
き
自
己
を
亡
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て
無
常
の
代
表
者
で
あ
る
l
i
-
-
や
、
眼
と
識
と
に
縁
っ
て
生
ず
る
眼
識
等
で
あ
っ
て
、

い
づ
れ
も
そ
れ

ら
は
無
常
法
・
剰
那
法
と
し
て
の
性
格
を
端
的
に
示
し
て
ゐ
る
。

だ
か
ら
因
と
縁
と
の
和
ム
ロ
に
よ
っ
て
存
在
の
生
起
と
構
造
を
理
解
す
る
と
か
、

六
因
四
縁
の
分
析
に
よ
っ
て
存
在
を
要
素
か
ら
構
成
す
る
と
い
ふ
様
な
態
度
は
、
ま
だ
阿
合
経
典
の
ご
く
初
期
の
頃
に
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

例
へ
ば
五
認
の
法
と
言
っ
て
も
、
私
見
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
日
常
的
経
験
の
領
域
、
世
間
の
存
在
の
み
一
鰹
を
、
構
成
す
る
た

め
の
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
、
無
常
相
に
漂
泊
せ
ら
れ
て
始
め
て
己
を
示
し
、
そ
の
五
組
と
し
て
の
有
り
方
を
(
宛
も
私
の
机
上

の
花
が
崩
れ
落
ち
る
時
に
、

は
じ
め
て
自
ら
五
の
花
婚
に
開
い
て
見
せ
る
様
に
)
崩
落
に
於
て
額
は
に
す
る
如
き
賓
存
範
曙
と
し
て
理
解
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
剥
那
滅
の
立
場
は
存
在
と
非
存
在
と
の
交
錯
、
雨
者
の
動
的
緊
張
の
場
に
、
相
依
相
関
す
る
識
と
名
色
の
二
つ
を
登
場
せ
し
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
瞬
間
の
殺
果
を
劇
的
な
も
の
に
す
る
。

識
と
名
色
の
相
依
相
闘
が
、
順
糊
慨
を
逆
観
に
金
苦
績
の
集
を
そ
の
滅
に
献
へ
し
う
る
の
は
、
そ
れ
が
無
常
相
の
場
で
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら

で
あ
っ
た
。
刻
那
減
の
立
場
は
集
(
起
〉

の
相
依
相
闘
を
、
何
等
の
他
の
カ
を
受
け
ず
に
、

た
だ
そ
れ
自
身
だ
け
で
、

一
轄
し
て
滅
の
相
依
相



咽
習
認
可

聞
に
獲
ず
る
。
さ
う
し
て
こ
の
陪
聴
す
る
廻
り
舞
憂
に
よ
っ
て
、
識
と
名
色
と
の
相
依
性
の
根
援
と
し
て
の
意
味
は
、
非
常
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
性
格
の
も
の
と
な
る
。
さ
き
に
わ
れ
わ
れ
は
麗
束
の
存
在
成
立
の
根
擦
が
そ
の
ま
ま
そ
れ
の
崩
落
の
根
援
で
で
も
あ
る
と
い
っ
た
。

一
つ
の

根
擦
が
集
で
も
あ
れ
ば
滅
で
も
あ
る
と
い
っ
た
。

一
つ
の
根
擦
が
集
で
も
あ
れ
ば
滅
で
も
あ
る
と
は
、
根
援
自
身
が
激
動
的
で
あ
っ
て
、

し、

は

ば
集
の
極
か
ら
滅
の
極
へ
と
振
動
じ
地
す
べ
り
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

も
し
さ
う
だ
と
す
る
と
無
常
相
に
於
セ
把
え
ら
れ
る
こ
の
瞬
間
ハ
剥
那
滅
)
は
、
存
在
と
無
と
の
交
錯
し
た
自
覚
の
現
在
|
|
生
死
の
相
交

る
無
常
親
に
於
て
、

「
死
へ
の
存
在
」
が
曝
さ
れ
て
ゐ
る
不
安
な
る
此
所
・
今
ー
ー
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
主
鰻
的
責
存
的
な
時
間
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
剰
那
滅
の
こ
れ
ま
で
の
規
定
は
、
無
常
の
問
題
を
こ
の
様
な
主
樫
性
か
ら
は
理
解
し
て
ゐ
な
い
。
さ
う
で
は
な
く
て

こ
こ
で
は
無
常
迅
速
と
い
ふ
言
葉
は
、
客
観
的
な
一
瞬
に
行
は
れ
る
極
限
的
な
消
滅
の
素
早
や
さ
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
瞬
間
は
時
間
の
持
績
の

無
限
小
の
も
の
と
せ
ら
れ
、
極
微
と
し
て
定
量
化
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

(
0
5
5同

E
Z
E河
川

凶

15ぬ
E門

戸

EOBS-
匂・
8
R
及
び
〈
・
可
。
E
u
g
一一Z
。5
2こ
t
E
C
E
g
g
-

。
ロ
吉
宮
宮
出
O

ロ注

F
E・
)
こ
の
様
な
考
へ
方
は
主
健
の
ぬ
き
さ
し
の
な
ら
ぬ
此
所
・
今
の
賓
存
的
自
発
の
現
在
を
客
観
的
な
時
間
へ
抽
象
し
轄
化

し
投
射
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
利
那
滅
の
考
へ
は
恐
ら
く
「
諸
法
(
行
)
が
無
常
で
あ
る
」

と
い
ふ
悌
陀
の
言
葉
や
、

或
は
「
集
法
で
あ

る
も
の
は
皆
減
法
で
あ
る
」
と
い
ふ
今
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
の
解
稽
に
努
力
し
て
ゐ
る
言
葉
を
、
樺
威
あ
る
数
義
内
容
と
し
て
そ
の
ま
ま
承
認
し

て
は
ゐ
る
が
、
客
観
的
な
存
在
の
型
と
し
て
の
法
を
鰻
系
化
し
よ
う
と
す
る
理
論
的
要
求
が
支
配
的
と
な
っ
た
阿
毘
達
磨
の
時
代
に
影
響
せ
ら

れ
、
こ
れ
ら
無
常
の
教
義
の
異
の
意
味
を
最
早
理
解
し
得
な
か
っ
た
精
紳
の
思
考
の
産
物
で
あ
っ
た
。
し
か
も
理
解
し
な
い
ま
ま
で
、
彼
等
は

こ
の
悌
陀
の
敷
設
に
矛
盾
な
く
理
論
を
打
ち
立
て
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
剥
那
滅
と
は
こ
の
様
な
時
に
考
へ
つ
か
れ
た
窮
絵
の
一
策
で
あ
っ
た

で
あ
ら
う
。

し
か
し
現
在
に
至
る
ま
で
併
陀
の
無
常
の
概
念
の
賓
存
的
な
意
味
は
理
解
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

ひ
と
は
無
常
を

「
死
へ
の
存
在
」
と
し
て
肖
己
自
身
の
存
在
の
根
本
の
問
題
と
し
て
は
把
え
ず
、
何
等
か
の
仕
方
で
、
客
観
界
の
襲
化
や
運
動
に
準
じ
て
解
樺

続
起
設
に
於
け
る
相
依
性
の
阿
題
(
武
内
)

一
六
九
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し
よ
う
と
し
た
。
無
常
観
と
し
て
共
感
し
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
鋳
に
ま
た
無
常
観
も
、

1

1

例
へ
ば
不
津
観
の
如
き

i
l、
病

的
な
綿
製
態
的
な
観
法
と
し
て
考
へ
ら
れ
、
賞
践
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
悌
敬
畢
者
の
誰
も
が
無
常
観
の
純
正
な
鰹
験
と
、
そ
れ
の
卸
覚

醒
す
る
賞
存
的
・
存
在
論
的
な
問
ひ
と
に
身
を
委
ね
て
、
そ
こ
か
ら
阿
合
経
典
の
理
解
に
歩
を
進
め
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
無
常
観

は
個
人
の
気
持
の
問
題
で
あ
る
か
の
如
く
簡
輩
に
取
り
扱
は
れ
た
。
ひ
と
は
一
人
の
人
聞
が
こ
の
間
ぴ
に
出
活
ふ
と
き
、
自
己
自
身
の
無
常
の

問
題
は
、
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
問
題
と
一
つ
で
あ
る
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
無
常
の
事
賓
が
存
在
者

を
存
在
の
根
本
問
題
の
前
に
引
き
据
え
、
従
っ
て
無
常
は
私
自
身
の
問
題
で
あ
る
と
共
に
会
鰹
の
存
在
の
問
題
で
あ
り
、
た
だ
か
か
る
も
の
と

し
て
の
み
、
存
在
の
問
題
と
な
る
こ
と
に
思
ひ
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
水
面
の
一
勲
に
そ
そ
が
れ
た
イ

γ
ク
は
忽
ち
に
会
水
量
を
染
め
る
。

私
に
於
け
る
運
命
的
な
切
賓
な
無
常
の
問
題
は
、

1
1
l
丁
度
若
い
日
の
悌
陀
の
慢
験
が
好
個
の
範
例
を
示
す
の
で
あ
る
が

l
lた
だ
ち
に
人
類

金
融
胞
の
運
命
で
あ
り
、
存
在
全
鰹
の
惨
さ
、
空
し
さ
で
あ
る
と
し
て
把
え
ら
れ
共
感
し
同
情
せ
ら
れ
る
。

「
貰
に
こ
の
世
間
は
菩
に
陥
っ
て
ゐ

る
。
生
れ
て
は
老
ひ
死
し
、
逝
去
し
て
再
生
す
る
。

し
か
も
こ
の
老
死
の
苦
の
出
離
を
知
ら
な
い
。
貫
に
如
何
に
す
れ
ば
こ
の
老
死
の
+
古
か
ら

出
離
が
知
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
」
と
自
然
的
順
序
の
十
二
支
縁
起
経
が
、
そ
の
縁
起
思
想
の
思
索
の
動
機
を
物
語
っ
て
ゐ
る
の
も
、
そ
の
こ
と

で
あ
る
。

無
常
が
賞
存
的
に
理
解
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
如
く
、
+
古

(ErrE)
も
ま
た
さ
う
で
あ
る
。
原
始
悌
数
に
於
け
る
苔
の
概
念
の
混
飢
は
、

針
象
の
側
か
ら
感
受
せ
し
め
ら
れ
る
築
受
も
、
菩
受
も
、

不
柴
不
苦
受
も
、
こ
と
ご
と
く
皆
苦
で
あ
る
と
敬
へ
る
経
典
が
あ
っ
て
、
替
の
概
念

が
二
重
に
な
っ
て
ゐ
る
の
に
由
来
し
て
ゐ
る
。
四
諦
設
の
三
轄
十
二
行
相
で
は
苔
諦
は
遁
智
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
苦
の
遁

智
と
は
苦
を
苦
の
集
か
ら
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
集
〈
g
E
C
弘司
ω)
は
集
或
は
集
起
と
誇
せ
ら
れ
る
が
、
こ
の
語
に
は
太
陽
の
上
昇
す
る
こ

と
、
そ
の
他
上
昇
一
般
・
生
起
・
出
現
・
集
積
・
全
鰹
・
端
緒
・
結
果
・
成
績
等
の
多
様
の
意
味
が
あ
る
。
勅
敢
闘
の
空
に
雲
が
集
積
し
や
が
て

そ
こ
か
ら
太
陽
が
昇
る
と
い
ふ
印
度
人
の
考
は
、
集
起
が
結
果
を
生
起
せ
し
め
る
時
の
集
困
と
し
て
の
性
格
を
よ
く
表
し
て
ゐ
る
。
集
は
一
々



"司

の
苔
を
菩
た
ら
し
め
る
本
質
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
菩
が
そ
こ
に
集
め
ら
れ
統
一
せ
ら
れ
て
ゐ
る
本
質
領
域
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
勿
論
個
々
の

菩
の
出
現
が
規
定
せ
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
の
本
質
規
定
か
ら
見
る
と
、

一
見
苦
で
な
い
と
思
は
れ
る
紫
や
不
紫
不
苦
の
感
情
も
又
苦
に
も
と
づ

く
こ
と
が
剣
明
す
る
。
そ
れ
は
キ
ェ

Y
ケ
ゴ

1

Y

が
絶
望
し
て
ゐ
な
い
こ
と
も
絶
望
の
一
種
で
あ
る
と
語
っ
た
様
に
、

一
層
深
い
内
面
か
ら
の

(
本
質
領
域
の
)
視
線
が
、

今
ま
で
の
意
識
の
裏
面
ま
で
も
見
通
す
か
ら
で
あ
る
。
無
常
の
風
が
す
べ
て
の
感
情
の
木
の
葉
を
裏
返
し
て
了
ふ
。

苦
の
集
の
遁
智
は
そ
の
主
開
を
自
己
の
内
面
性
に
集
注
せ
し
め
、

一
段
と
深
い
自
己
の
こ
の
内
奥
に
蹄
ら
し
め
る
。
わ
れ
わ
れ
は
以
前
に
原
始

仰
敬
の
苦
翻
慨
が
草
な
る
厭
世
観
で
は
な
く
へ

1
グ
Y
が

o
c巳
が

O
c巳
-
o

だ
と
語
っ
た
意
味
の
根
源
へ
の
遡
源
だ
と
考
へ
た
(
哲
畢
研
究
・
一
一
一
九

五
蹴
「
求
蓮
時
代
の
併
陀
」
一
七
頁
)
。
そ
の
理
由
は
苦
の
自
費
は
、
そ
れ
自
身
さ
ら
に
苔
で
あ
る
自
己
集
注
を
課
す
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
が
結
果
と

し
て
根
援
へ
の
遡
源
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
思
惟
が
こ
の
内
面
へ
の
自
己
集
注
の
道
を
あ
ゆ
む
時
に
、
思
惟
は
観
想
や
倫
理
が
歩
む
よ
り
も
迄

か
に
先
き
ま
で
苦
悩
が
内
省
し
思
索
す
る
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
皐
ぷ
で
あ
ら
う
。
苦
悩
の
自
己
集
注
は
自
己
否
定
で
あ
る
。

し
か
も
否
定
に

否
定
を
重
ね
て
錐
採
み
妖
に
自
己
の
内
部
に
突
き
さ
さ
っ
て
行
く
二
重
の
否
定
で
あ
る
。
こ
の
様
な
二
重
の
否
定
を
卸
自
且
針
自
的
な
形
で
一
不

す
も
の
が
識
と
名
色
と
の
相
依
性
で
あ
る
。
識
と
名
色
と
の
相
依
性
は
雨
者
の
癖
詮
法
的
二
律
背
反
で
あ
っ
て
、
雨
者
の
聞
の
波
澗
重
昼
の
二

重
否
定
の
錯
綜
が
さ
き
に
述
べ
た
そ
れ
自
身
激
動
的
な
根
援
を
構
成
す
る
(
一
七
頁
参
照
)
O

こ
こ
で
は
そ
の
論
理
構
造
を
こ
れ
以
上
分
析
す
る
こ

と
が
出
来
な
い
が
、
そ
れ
は
回
遁
元
博
士
が
穫
の
概
念
に
よ
っ
て
明
か
に
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
刊
・
寸
の
相
反
す
る
南
極
が
相
互
に
珠
想
し
つ

つ
相
ひ
戟
ひ
、
交
互
に
惨
透
し
令
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
統
一
を
求
め
て
動
揺
し
て
ゐ
る
カ
の
針
立
の
場
で
あ
る
。
但
し
こ
こ
で
は
博
士
の
種
の
概

念
が
ど
こ
ま
で
も
集
か
ら
滅
へ
と
い
ふ
方
向
を
中
心
に
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
種
の
場
面
に
於
て
は
、

あ
く
ま
で
悪
無
限
で
あ
る
二
重

否
定
の
二
律
背
反
が
、
異
の
紹
針
否
定
に
轄
ぜ
ら
れ
る
と
き
に
、

「
無
明
破
れ
て
明
生
じ
」
た
売
の
絶
針
自
費
が
生
じ
る
。

こ
の
様
な
黙
で
麓
束
経
の
十
支
の
次
の
如
き
展
開
の
仕
方
は
興
味
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
附
老
死
(
卸
ち
苔
)
が
自
作
か
、
同
他
作
か
、
例
自

作
で
同
時
に
他
作
か
、
村
自
作
で
も
な
く
他
作
で
も
な
い
か

(
即
ち
無
因
生
か
)
が
聞
は
れ
る
。
こ
の
四
つ
の
問
ひ
が
こ
と
ご
と
く
否
定
さ
れ

縁
起
般
に
於
け
る
相
依
性
の
問
題
(
武
内
)

七



五

十

周

年

記

念

論

集

七

て
そ
の
代
り
に
「
生
に
縁
っ
て
老
死
が
あ
る
」
と
答
へ
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
生
に
就
い
て
同
様
の
自
作
・
他
作
等
の
問
び
が
な
さ
れ
、
同
様
に
叉

生
に
つ
い
て
の
四
つ
が
否
定
せ
ら
れ
る
。
さ
う
し
て
「
有
に
縁
っ
て
生
が
あ
る
」
と
答
へ
ら
れ
る
。
こ
の
様
に
こ
の
形
の
問
答
が
老
死
・
生
・

:
・
:
:
・
名
色
・
識
の
十
支
に
及
ぼ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
主
一
一
ロ
ふ
ま
で
も
な
く
最
後
の
部
分
で
は
「
識
に
繰
っ
て
名
色
が
あ
る
」
と
答
へ
ら
れ
、

つ

い
で
「
名
色
に
縁
っ
て
識
が
あ
る
」
と
せ
ら
れ
る
。

典
で
語
ら
れ
て
ゐ
る
所
で
今
も
そ
の
一
に
す
ぎ
な
い
が
、

縁
起
設
が
自
作
他
作
等
の
四
句
分
別
を
絶
し
て
ゐ
る
と
か
、
或
は
有
無
の
四
句
分
別
を
絶
し
て
ゐ
る
と
か
と
言
ふ
こ
と
は
、
屡
々
縁
起
読
経

一
般
に
こ
の
様
に
四
句
に
分
別
せ
ら
れ
た
も

こ
の
経
に
は
重
要
な
濁
自
性
が
あ
る
。

の
は
、
悌
陀
が
そ
れ
に
就
い
て
の
解
答
を
打
ち
切
っ
た
嘗
時
の
形
市
上
撃
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
が
阿
含
の
経
典
で
は
、
さ
な
が
ら

カ
ン
ト
の
純
粋
理
性
批
判
の
「
二
律
背
反
」
を
想
起
せ
し
め
る
様
な
形
で
整
理
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
肢
に
多
く
の
墜
者
の
注
意
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
問
題
は
例
へ
ば
世
界
の
有
限
・
無
限
、
霊
魂
の
死
・
不
死
等
々
:
:
:
で
あ
る
。
目
下
の
自
作
・
他
作
云
々
と
い
ふ
の
も
、

自
ら
作
り
自
ら
受
け
る
者
と
し
て
霊
魂
の
不
滅
を
信
ず
る
常
見
者
と
そ
れ
以
外
の
断
見
論
者
(
唯
物
論
・
業
否
定
論
・
快
紫
論
・
偶
然
論
者
等
)
と
の

針
立
で
あ
る
。
悌
陀
は
そ
れ
ら
の
相
ひ
針
立
す
る
立
場
の
一
に
滞
っ
て
ゐ
る
戯
論
を
こ
え
、

こ
れ
を
否
定
・
超
克
し
た
賞
践
的
な
絶
針
の
異
理

を
獲
得
す
る
道
を
拓
い
た
。
備
陀
の
場
合
こ
の
様
な
異
理
は
ど
こ
ま
で
も
戯
論
の
寂
滅
し
た
領
域
で
あ
っ
て
、

カ
γ
ト
の
賓
践
理
性
の
優
位
の

場
合
の
如
く
、
そ
こ
か
ら
再
び
有
紳
論
的
な

-
7
1
ぜ
が
回
復
さ
れ
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
四
句
の
矛
盾
を
貫
い
て
働
く
否
定
の
作
用
が
、

上
述
の
二
重
否
定
か
ら
絶
針
否
定
に
轄
ぜ
ら
れ
、
絶
針
無
の
賓
現
と
し
て
此
所
今
に
現
成
す
る
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
思
惟
の
上

位
に
い
は
ば
こ
れ
と
別
個
の
能
カ
と
し
て
賞
践
が
あ
る
の
で
は
な
く
、

思
惟
の
絶
針
否
定
態
が
そ
の
ま
ま
高
義
の
賓
践
で
あ
り
、
逆
に
所
謂
貰

践
も
そ
の
直
接
的
な
有
り
方
で
は
、
妄
分
別
の
領
域
内
の
こ
と
に
止
ま
る
。
悌
陀
の
場
合
、

だ
か
ら
理
論
理
性
の
取
残
し
た
問
題
を
賓
践
理
性

が
外
か
ら
答
へ
て
や
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
。
思
惟
も
行
道
に
即
す
る
限
り
賞
践
な
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
行
道
に
却
し
た
正
思
惟
の
歩
み
が

縁
起
設
で
あ
る
。



司
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一

悌
陀
が
そ
れ
に
答
へ
な
か
っ
た
十
四
難
の
う
ち
で
縁
起
設
が
関
係
を
持
つ
の
は
、
有
無
の
針
立
の
問
題
と
苦
の
自
作
他
作
の
問
題
で
あ
る
。

縁
起
設
が
こ
れ
ら
の
問
題
と
本
質
的
に
関
聯
す
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
肢
に
見
て
来
た
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
縁
起
設
の
内
部
で

こ
の
様
に
四
句
に
分
別
せ
ら
れ
た
も
の
が
、
二
律
背
反
し
矛
盾
針
立
し
て
葛
藤
に
陥
る
の
は
た
だ
「
識
れ
名
色
」
の
項
に
於
て
で
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
例
へ
ば
今
苦
が
自
作
か
他
作
か
等
々
の
四
句
が
、

「
生
↓
老
死
」
と
答
へ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
寅
際
に
は
雨
者
の
聞
に
は
本
質
的
な
何

の
関
係
も
存
在
し
な
い
。
菩
の
四
勾
が
縁
起
と
相
互
に
内
面
か
ら
鯖
れ
合
ふ
の
は
、

正
し
く
「
識
刊
名
色
」
の
関
係
に
於
て
で
あ
る
か
ら
で
あ

る。

「
生
↓
老
死
」
も
こ
れ
に
導
く
も
の
と
し
て
、

叉
こ
れ
か
ら
結
論
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
間
接
的
に
こ
の
問
題
と
接
鯛
す
る
。
四
句
の

絶
針
矛
盾
と
二
律
背
反
と
は
、
識
と
名
色
の
相
依
性
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
が
順
観
か
ら
逆
観
に
樽
ず
る
所
に
於
て
始
め
て
止
揚
せ
ら
れ
、
そ
こ
に

絶
針
否
定
卸
絶
針
肯
定
の
浬
喋
の
立
場
が
現
成
す
る
。
縁
起
設
が
普
の
自
作
・
他
作
、
有
無
の
問
題
の
解
決
と
し
て
示
さ
れ
る
の
は
、
概
し
て

十
二
支
縁
起
設
に
於
て
で
あ
っ
て
十
支
の
場
合
は
た
だ
こ
の
産
束
経
の
み
で
あ
る
が
、

若
し
十
支
(
九
支
)
縁
起
設
が
そ
の
「
議
日
名
色
」
の

相
依
性
に
よ
っ
て
種
の
論
理
の
縛
詮
法
的
性
格
を
頴
は
に
示
さ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
に
針
し
て
類
・
個
の
立
場
で
あ
る
十
二
支
縁
起
設
が
、
何

故
に
こ
の
問
題
の
解
決
に
な
っ
て
ゐ
る
か
が
理
解
出
来
な
い
。
四
句
に
於
け
る
謝
立
矛
盾
に
劃
し
て
縁
起
設
自
身
は
中
の
立
場
に
立
つ
と
い
っ

て
も
、
如
何
に
し
て
こ
の
矛
盾
と
針
決
し
こ
れ
を
中
に
止
揚
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
が
そ
れ
だ
け
で
は
み
一
く
不
明
で
あ
る
。

た
だ
十
二
支
縁
起

設
が
十
支
(
九
支
)
の
縁
起
設
と
密
接
な
相
即
関
係
に
あ
る
こ
と
の
認
識
だ
け
が
、
こ
の
問
題
の
解
決
と
な
る
で
あ
ら
う
。

他
方
叉
四
句
分
別
の
二
律
背
反
が
、
こ
れ
な
く
し
て
は
恐
ら
く
理
解
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
「
識
川
名
色
」
の
根
援
と
し
て

の
癖
詮
法
的
性
格
に
は
じ
め
て
強
カ
な
光
を
投
じ
る
。
さ
う
し
て
そ
れ
は
叉
縁
起
読
一
般
の
根
本
の
性
格
で
も
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
別
の
機
曾

に
九
支
以
下
の
縁
起
設
に
於
て
も
潜
在
的
に
で
は
あ
る
が
、
こ
の
「
識
日
名
色
」
の
構
造
が
存
在
す
る
こ
と
を
検
議
す
る
で
あ
ら
う
。

十
支
縁
起
と
十
二
支
縁
起

株
起
設
に
於
け
る
相
依
性
の
問
題
(
武
内
)

-1::: 
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一
七
四

十
支
縁
起
設
か
ら
十
二
支
縁
起
設
に
，
次
第
に
考
察
を
進
め
て
行
か
う
。
十
支
縁
起
設
に
於
て
は
「
識
と
名
色
」
と
の
相
依
性
で
あ
っ
た
最
後

の
根
擦
は
、
十
二
支
縁
起
設
で
は
無
明
に
移
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
先
ず
聞
は
う
。
十
二
支
縁
起
設
で
は
わ
れ
わ
れ
が
さ
き
に
識
と
名
色
と
の

関
係
で
見
て
来
た
様
な
根
擦
の
動
的
構
造
は
全
く
見
失
は
れ
て
了
ふ
の
か
?

十
支
縁
起
設
の
相
依
性
が
存
在
し
な
く
な
れ
ば
、
根
擦
は
根
援

の
郁
へ
り
の
意
味
を
最
早
完
全
に
持
た
な
く
な
り
は
し
ま
い
か
?

と
。
答
。
必
し
も
さ
う
で
は
な
い
。
識
と
名
色
と
の
相
依
性
は
こ
こ
で
も
、

や
や
含
蓄
を
獲
じ
て
ゐ
る
が
矢
張
り
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
又
根
擦
の
獄
へ
り
も
又
新
し
い
観
動
か
ら
再
確
認
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
先
づ

後
の
問
題
か
ら
論
じ
よ
う
。

無
明
は
十
二
支
縁
起
設
が
提
示
す
る
そ
の
最
後
の
根
擦
で
あ
る
。
し
か
し
無
明
の
知
が
成
立
す
る
の
は
明
に
於
て
で
あ
る
。
無
明
破
れ
て
明

生
ず
る
の
で
な
け
れ
ば
、
無
胡
は
無
明
と
し
て
邸
ち
最
後
の
根
擦
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
根
擦
は
こ
こ
で
も
根
擦
の
鶴
へ
り
と
一
つ

で
あ
る
。
こ
の
様
に
爾
者
が
一
で
あ
る
の
は
、
十
二
支
縁
起
設
が
廻
心
の
自
費
の
論
理
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
へ
ば
夢
だ
と
知
る
こ
と
が
、

い
つ
も
夢
と
眠
り
か
ら
発
め
し
め
ら
れ
て
は
じ
め
て
生
ず
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
夢
の
世
界
に
住
し
て
ゐ
る
限
り
、
私
は
そ
こ
で
様
々
に
立
ち

働
き
種
々
に
心
を
峨
労
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
夢
の
中
で
の
私
の
配
慮
や
勢
苔
が
、
こ
と
ご
と
く
空
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
私
は
知
ら

な
い
。
そ
れ
が
夢
だ
と
売
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
脂
覚
醒
す
れ
ば
夢
の
世
界
の
苔
は
一
時
に
霧
散
す
る
。

つ
ぎ
に
先
の
問
題
を
論
じ
よ
う
。

(イ)

夢
の
世
界
と
夢
み
る
私
と
の
関
係
交
渉
が
つ
づ
く
限
り
、
雨
者
の
最
後
の
根
援
は
遮
蔽
せ
ら
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ

の
遮
蔽
に
よ
っ
て
の
み
、
割
払
は
夢
み
る
意
識
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
。
か
く
し
て
夢
の
世
界
は
夢
な
り
に
聞
か
れ
た
世
界
で
あ
り
、
意
識
は
世

界
(

T

)
一}S)
に
か
か
わ
り
、
光

Q
F
H
S
)
に
と
ど
い
て
ゐ
る
。

だ
か
ら
そ
れ
は
日
常
世
界
に
於
け
る
事
物
と
私
と
の
関
係
に
謝
す
る
一
つ
の
鵬
首

喰
と
し
て
充
分
に
役
立
ち
う
る
。
現
世
に
於
け
る
世
界
と
私
と
の
関
係
も
ま
た
そ
の
様
な
蔽
れ
た
根
援
の
上
に
成
立
し
て
ゐ
る
。
若
し
何
か
の

方
法
で
私
が
そ
の
根
擦
に
ま
で
遡
源
し
、
そ
こ
で
そ
の
真
相
を
白
目
の
下
に
見
極
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
、
忽
ち
そ
の
根
擦
は
否
定
せ
ら
れ
超

越
せ
ら
れ
る
。
こ
の
様
に
、

い
は
ば
夢
だ
っ
た
と
知
ら
れ
た
夢
の
如
く
に
、
見
蓋
さ
れ
遁
智
せ
ら
れ
て
集
よ
り
滅
に
移
る
も
の
が
識
と
名
色
と



司
哩

4

の
相
依
相
即
性
で
あ
る
。
即
ち
相
依
性
は
こ
こ
で
は
無
明
の
遮
蔽
に
基
づ
い
て
ゐ
る
。

(ロ)

名
色
の
概
念
は
そ
れ
自
身
の
本
性
に
も
と
づ
く
紳
秘
な
ず
ェ

1
Y
で
覆
は
れ
て
ゐ
る
。
周
知
の
様
に
ワ
レ
ザ
ー
は
こ
れ
を
現
象
的
世
界

の
み
一
鰹
の
意
味
に
解
し
、

ォ

Y
デ
ン
ペ

Y
ク
は
個
髄
と
し
た
。
そ
の
他
の
撃
者
も
人
格
と
か
身
韓
と
か
物
心
爾
面
に
互
る
有
機
開
と
か
と
様
々

の
意
味
を
奥
へ
て
ゐ
る
。
名
色
は
-
こ
の
相
ひ
矛
盾
す
る
様
な
意
味
を
一
つ
に
粂
ね
備
へ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
綿
製
現
す
る
意
味
の
基
調
を
な

す
も
の
は
、
世
界
に
せ
よ
身
慢
に
せ
よ
ハ
そ
れ
が
識
が
そ
の
中
に
自
己
を
投
げ
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
見
出
す
と
こ
ろ
で
あ
る
黙
で
あ
る
。

で
あ
る
。

州

w
g
E
Sロ
伸
一
)
と
か
と
紳
話
的
な
表
現
で
そ
の
有
り
方
が
語
ら
れ
る
の

さ
う
し
て
此
等
の
語
は
又
識
と
一
な
る
限
り
名
色
に
も
奥
へ
ら
れ
る
o

一
献
と
か
町
舎
と
の
関
伶
ル
輪
廻
や
業
の
世
界
観
の
中
で
把
え
ら

人
間
存
在
の
根
源
的
な
被
投
性
の
面
と
な
る
。

(。rrmwロ
巴

w

識
の
方
か
ら
は
従
っ
て
そ
こ
に
降
下
す
る
と
か
頴
現
す
る

れ
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
面
を
看
却
す
べ
き
で
な
い
。

と
き
ロ
ふ
の
は
そ
れ
を
跳
躍
板
と
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
解
脱
と
自
由
の
園
に
超
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
業
と
輪
廻
の
思
想
は
一
で
叙
述
し
た
如
く
宇
井
・
和
辻
博
士
の

縁
起
設
の
解
耀
か
ら
は
排
除
せ
ら
れ
た
。
輪
廻
の
一
神
話
は
備
陀
の
宗
敬
精
神
の
核
心
と
は
関
係
の
な
い
事
柄
、
若
し
も
悌
陀
が
承
認
し
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
害
の
な
い
限
り
他
人
に
同
調
せ
る
協
和
の
態
度
か
ら
出
た
も
の
に
達
ひ
な
い
と
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
後
に
ジ
ヤ
ソ
カ
ラ
が
語
つ

た
如
く
輪
廻
設
に
は
世
俗
的
紳
話
的
な
面
の
他
に
、
形
而
上
撃
的
な
他
の
一
面
が
あ
る
(
担
。
王
国
・
同
a
r
F
B
E
m
a
F
F
S
E
E
g
E
B
2
E宣
告

1
3
0
後
者
は
む
し
ろ
宗
教
的
責
存
的
と
言
っ
た
方
が
よ
い
で
あ
ら
う
。
こ
の
面
で
は
「
識
と
名
色
」
は
「
行
と
無
明
」
に
連
結
し
て
ゐ
る
。

レv

印
度
哲
墜
史
上
に
於
け
る
業
や
輪
廻
の
思
想
は
草
に
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
の
一
言
で
簡
単
に
片
付
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

ヲ
バ
-
一

シ
ャ
ツ
ド
の
哲
撃
は
、
有
そ
の
も
の
を
求
め
、
発
我
一
如
の
鰹
験
に
立
脚
し
て
、

会
一
へ
の
思
索
の
階
梯
を
い
よ
い
よ
高
く
登
り
つ
め
て
行
く

に
し
た
が
っ
て
、
逆
に
ま
す
ま
す
人
間
存
在
の
足
下
に
口
を
開
く
業
と
輪
廻
の
深
淵
に
目
を
む
け
て
行
っ
た
。
業
と
輪
廻
の
思
想
は
こ
れ
ら
の

哲
人
達
に
と
っ
て
は
、

一
者
へ
の
跳
出
の
矯
の
助
走
と
し
て
も
、

不
可
侠
の
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
等
の
解
脱
と
自
由
や
、
寂
黙
の
絶
針
異
理
に

就
い
て
唱
ふ
形
而
上
詩
の
中
に
も
、
そ
の
絶
針
へ
高
め
ら
れ
た
感
情
の
中
心
を
め
ぐ
っ
て
、

つ
ね
に
こ
の
信
仰
感
情
は
い
は
ば
伴
奏
の
如
く
に

続
起
般
に
於
け
る
相
依
性
の
問
題
(
武
内
)

一
七
五
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か
な
で
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
業
と
輪
廻
の
思
想
は
原
始
悌
殺
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
一
膚
主
鰹
化
し
内
面
化
し
倫
理
化
し
た
。

ク

バ
-
一
シ
ャ
ツ
ド
の
哲
墜
に
於
て
は
絶
針
者
に
反
す
る
現
象
世
界
の
迷
妄
と
移
ひ
易
さ
を
基
調
一
音
と
し
て
ゐ
た
こ
の
思
想
感
情
は
、
悌
数
を
遁
じ

て
倫
理
的
主
鰻
の
罪
業
感
に
深
ま
り
、
重
苦
し
い
巌
粛
な
一
音
調
を
帯
び
て
く
る
。
そ
れ
に
慮
じ
て
ク
バ
ニ
シ
ャ
ツ
ド
哲
皐
の
解
脱
の
高
孤
な
る

認
識
の
歓
喜
は
、
偽
敬
に
於
て
は
1

1

依
然
発
と
し
て
の
そ
の
本
質
を
失
は
な
い
が
|
|
慈
悲
の
そ
れ
に
、
そ
の
一
音
階
を
高
め
る
。

だ
か
ら
こ

う
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ら
う
。
業
と
輪
廻
思
想
の
宗
教
的
賞
存
的
側
面
は
、
そ
の
世
俗
的
神
話
的
側
面
が
後
の
阿
毘
達
磨
の
縁
起
設
の
客
観
的

説
明
の
形
成
に
大
き
な
カ
を
及
ぼ
し
た
如
く
、
最
初
の
縁
起
設
の
形
成
に
深
い
影
響
を
輿
へ
た
と
。
こ
の
こ
と
は
恐
ら
く
識
と
名
色
と
と
も
に

行
と
無
明
と
の
二
つ
が
宗
敬
的
責
存
の
自
費
に
と
っ
て
如
何
な
る
意
義
を
荷
ふ
も
の
で
あ
る
か
が
、
明
か
に
せ
ら
れ
る
と
、

よ
り
一
一
膚
確
か
さ

を
増
す
で
あ
ら
う
。

十
二
支
縁
起
設
が
十
支
の
縁
起
設
の
識
と
名
色
と
の
相
依
性
を
一
方
的
な
方
向
に
切
り
拓
い
て
根
擦
付
け
の
関
係
を
一
義
的
な
も
の
に
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
普
く
承
認
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

一
般
に
縁
起
支
の
教
の
少
い
経
典
が
ま
づ
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
'
次
第
に
後
展
し
て
段
々
縁

起
支
の
敷
を
増
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
か
フ

あ
る
ひ
は
教
の
多
い
も
の
か
ら
逆
に
簡
潔
な
も
の
が
作
ら
れ
た
か
は
、

一
概
に
言
へ
な
い
。

そ
れ
は
一
・
々
の
場
合
に
就
い
て
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
も
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
が
剣
ら
な
い
場
合
に
屡
々
出
遭
ふ
の
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
十
支
あ
る
ひ
は
九
支
の
縁
起
設
と
十
二
支
縁
起
設
と
の
関
係
だ
け
は
大
穂
判
然
と
し
て
ゐ
る
。

た
と
へ
ば
城
ロ
巴
経

(
3
m
g
A・
2
・口・司・

5
3

の
経
典
は
さ
き
の
逆
的
順
序
の
経
典
で
あ
っ
て
、
そ
の
集
と
滅
と
を
設
く
前
半
は
さ
き
に
引
用

し
た
も
の
と
み
一
く
等
し
い
が
、
十
二
支
で
は
な
く
て
、
十
支
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
、
順
観
も
逆
観
も
そ
の
部
分
が
相
違
し
て
ゐ
る
。
少
し
く
煩

し
い
が
今
そ
の
部
分
だ
け
を
あ
げ
る
と
、

こ
の
時
な
に
次
の
考
へ
が
浮
ん
だ
。

『
何
が
あ
る
が
故
に
名
色
が
あ
る
か
、
何
に
縁
っ
て
名
色
が
あ
る
か
』
と
。
そ
の
時
私
に
正
思
惟



明

に
縁
っ
て
、

突
の
智
慧
に
よ
る
現
観
が
生
じ
た
。

『
識
が
あ
る
が
故
に
名
色
が
あ
る
。
識
に
繰
っ
て
名
色
が
あ
る
』
と
。

こ
の
時
な
に
女

の
考
へ
が
浮
ん
だ
。

『
何
が
あ
る
が
故
に
識
が
あ
る
か
、

何
に
繰
っ
て
識
が
あ
る
か
』
と
。
そ
の
時
な
に
正
思
惟
に
縁
っ
て
、

次
の
智
慧

に
よ
る
現
観
が
生
じ
た
。
『
名
色
が
あ
る
が
故
に
識
が
あ
る
。

の
識
は
こ
こ
で
ひ
き
返
し
、
名
色
を
超
え
て
進
ま
な
い

名
色
に
縁
っ
て
識
が
あ
る
』
と
。
こ
の
時
私
に
次
の
考
へ
が
浮
ん
だ
。
『
こ

(
同
)
仰
の
の
戸
包
・
川
町
〈
h
H
A
H
m
w
巴

W
F。
一
品
mw
ロ

J

戸
〈
一
回
目
判
。

ω-H吋
戸
口
判
ロ
M
m
w
門戸

H同vmF
ロ
戸
}
同
判
ロ
山
田
)
m
w円
m
H
O
M
m
m
w
の
の
r
m
w
民
)

次
の
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
と
は
生
れ
老
ひ
死
し
逝
去
し
て
は
再
生
す
る
。
郎
ち
こ
の
名
色
に
縁
っ
て
識
が
あ
る
、
識
に
縁
っ
て
名
色
が
あ
る
、

名
色
に
縁
っ
て
六
入
が
あ
る
、

-
-
-
j
i
-
-
-
か
く
し
て
会
菩
癌
の
集
が
あ
る
に
よ
っ
て
。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

こ
の
時
私
に
次
の
考
へ
が
浮
ん
だ
。

『
何
が
な
い
が
故
に
名
色
が
な
く
、
何
の
滅
に
縁
っ
て
名
色
の
滅
が
あ
る
か
』
と
。
そ
の
時
私
に

正
思
惟
に
縁
っ
て
次
の
智
慧
に
よ
る
現
観
が
生
じ
た
。

『
識
が
な
い
が
故
に
名
色
が
な
い
。
識
の
滅
に
縁
っ
て
名
色
の
滅
が
あ
る
』
と
。

こ
の
時
私
に
次
の
考
へ
が
浮
ん
だ
。

『
何
が
な
い
が
故
に
識
が
な
く
、
何
の
滅
に
縁
っ
て
識
の
滅
が
あ
る
か
』
と
。
そ
の
時
私
に
正
思
惟

に
縁
っ
て
次
の
智
慧
に
よ
る
現
観
が
生
じ
た
。

『
名
色
が
な
い
が
故
に
識
が
な
い
。
名
色
の
滅
に
縁
っ
て
識
の
滅
が
あ
る
』
と
。
こ
の
時

私
に
失
の
考
へ
が
浮
ん
だ
。

『
な
に
よ
っ
て
、

こ
の
這
は
菩
提
に
達
し
た
。
即
ち
名
色
の
滅
に
縁
っ
て
識
の
減
が
あ
る
。
識
の
滅
に
縁
つ

て
名
色
の
滅
が
あ
る
。
名
色
の
滅
に
縁
っ
て
六
入
の
滅
が
あ
る
。
:
:
:
:
:
:
か
く
し
て
会
苦
惑
の
滅
が
あ
る
。
』

こ
の
経
の
漢
招
待
の
針
慮
経
は
雑
阿
含
第
十
二
巻
二
八
七
経
(
大
正
蔵
、
二
巻
二
八

or)
と
増
一
阿
含
経
第
三
十
一
巻
四
経
(
大
正
臓
二
巻
七
一
八
ω
ー
ー
の
)

と
に
見
出
さ
れ
る
。
今
雑
阿
含
経
の
も
の
を
引
用
す
る
と
、

(
如
是
我
開
。

一
時
悌
住
=
合
衛
園
祇
樹
給
孤
濁
圏
一
爾
時
世
隼
。
告
=
諸
比
丘
一
我
憶
=
宿
命
-
未
v
成
=
正
費
-
時
。
濁
一
一
静
慮
。
専
精
鵡
思
。

作
=
是
念
一
何
法
有
故
老
死
有
。
何
法
縁
故
老
死
有
。
即
正
思
惟
。
生
昌
如
貰
無
関
等
一
生
有
故
老
死
有
。
生
縁
故
老
死
有
。
如
v
是
〔
生
〕
・

有
・
取
・
愛
・
受
・
鯖
・
六
入
鹿
・
名
色
。
)
何
法
有
故
名
色
有
。
何
法
縁
故
名
色
有
。
邸
正
思
惟
。
如
賓
無
関
等
生
。
識
有
故
名
色
有
。

続
起
設
に
於
け
る
相
依
性
の
問
題
(
武
内
)

一
七
七
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識
縁
故
名
色
有
。
我
作
=
是
思
惟
-
時
。
替
v

識
而
還
不
v

能
v

過
v

彼
。
組
問
縁
v

識
名
色
。
縁
=
名
色
-
六
入
慮
。
縁
昌
六
入
鹿
-
鯖
。
縁
v

鯛
受
。

縁
v

受
愛
。
縁
v

愛
取
。
縁
v

取
有
。
縁
v
有
生
。
縁
v

生
老
病
死
菱
悲
悩
苦
。
如
v

是
如
v

是
。
純
大
+
古
来
集
。
我
時
作
=
是
念
一
何
法
無
故
則

老
死
無
。
何
法
滅
故
老
泌
滅
。
郎
正
思
惟
。
生
=
如
賞
無
関
等
一
生
無
故
老
死
無
。
生
滅
故
老
死
滅
。
如
v

是
生
・
有
・
取
・
愛
・
受
・
鯛
・

六
入
鹿
・
名
色
・
識
・
行
。
庚
設
。
我
復
作
昌
是
思
惟
一
何
法
無
故
行
無
。
何
法
滅
故
行
滅
。
即
正
思
惟
。
如
貰
無
間
等
。
無
明
無
故
行
無
。

無
明
滅
故
行
滅
。
行
滅
故
識
滅
。
識
減
故
名
色
滅
。
名
色
減
故
六
入
廃
滅
。
六
入
慮
減
故
鯖
滅
。
鰯
滅
故
受
滅
。
受
滅
故
愛
滅
。
愛
滅
故

取
滅
。
取
滅
故
有
滅
。
有
滅
故
生
滅
。
生
滅
故
老
病
死
憂
悲
悩
苔
滅
。
如
v

是
如
v

是
。
純
大
苦
衆
滅
。

と
な
っ
て
ゐ
て
、
「
替
v

識
市
選
不
能
v

過
v

彼
L

は
識
が
上
限
で
あ
っ
て
そ
れ
以
上
に
進
め
な
い
こ
と
で
あ
ら
う
か
ら
、

巴
利
文
と
意
味
を
こ
と

に
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
巴
利
の
城
色
経
で
は
識
刊
名
色
の
形
で
相
依
相
関
に
な
っ
て
ゐ
る
の
を
、
漢
諜
は
識
↓
名
色
と
二
直
一
に
し
て
了
っ
て

識
・
名
色
:
:
:
:
:
:
生
・
老
死
の
十
支
を
配
列
し
、
識
を
最
後
の
根
擦
と
し
て
こ
の
系
列
の
首
部
に
冠
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
漢
謬
経
典
の

特
筆
す
べ
き
勅
は
こ
の
様
に
順
観
は
十
支
に
な
っ
て
ゐ
る
の
に
逆
観
に
な
る
と
十
二
支
に
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。

増
一
阿
含
経
第
三
十
一
各
四
経
(
大
正
臓
二
巻
七
一
八

μ
!の
)

で
は
経
文
は
か
な
り
増
庚
せ
ら
れ
、
縁
起
支
も
順
親
逆
観
と
も
に
十
四
支
に
な
っ

て
ゐ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
こ
の
経
で
は
先
づ
自
然
的
順
序
で
設
明
し
た
後
、

さ
ら
に
も
う
一
度
逆
的
順
序
で
同
じ
系
列
を
繰
り
返
し
て
ゐ

る
。
今
は
簡
略
の
た
め
に
後
者
の
順
観
だ
け
を
あ
げ
る
と
、

無
明
縁
行
。
行
縁
識
。
識
縁
名
色
。
名
色
縁
六
入
。
六
入
縁
更
集
。
更
梁
縁
痛
。
痛
縁
愛
。
愛
縁
受
。
受
縁
有
。
有
縁
生
。
生
縁
死
。
死

縁
愁
憂
苦
悩
不
v

可
昌
一
稀
計
一
如
v

是
名
矯
=
苔
盛
陰
所
習
一

こ
の
増
一
阿
含
の
針
磨
、
経
で
は
順
逆
と
も
に
十
四
支
で
あ
っ
て
、
こ
の
経
の
縁
起
支
を
続
く
部
分
か
ら
だ
け
で
は
、

全
く
そ
れ
が
さ
き
の
巴

利
文
城
邑
経
に
相
嘗
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
剣
明
し
な
い
程
痩
化
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
そ
の
後
の
響
喰
物
語
に
、
縁
起
設
を
ジ
ャ

γ
グ

Y
の
中
の

人
跡
の
絶
え
た
道
に
審
へ
、
偶
然
そ
れ
を
後
見
し
て
そ
の
道
を
た
ど
っ
た
人
が
古
い
都
城
(
浬
撲
を
さ
す
〉
に
た
ど
り
つ
い
た
と
し
て
、
悌
陀
を



こ
の
様
な
古
備
の
遁
の
後
見
者
、
そ
の
道
の
案
内
者
だ
と
す
る
文
が
あ
っ
て
、
そ
の
部
分
で
こ
れ
ら
が
針
慮
経
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
縁
起
支
を
説
く
部
分
で
は
縁
起
支
の
説
明
を
終
っ
て
響
喰
物
語
に
入
ら
う
と
す
る
直
前
に
、
「
時
我
復
生
昌
此
念
一
此
識
最
偽
=
原
首
一
令
園

人
致
=
此
生
老
病
死
一
然
不
v
能
v

知
=
此
生
老
病
死
之
原
本
一
」
と
あ
る
の
が
、
僅
か
に
こ
の
経
典
が
元
来
は
十
支
縁
起
経
で
あ
っ
た
痕
跡
を
一
不
し

て
ゐ
る
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。

さ
て
川
巴
利
文
城
色
経
、
川
山
雑
阿
含
の
封
慮
経
、
則
自
然
的
順
序
の
十
二
支
縁
起
経
、

含
経
は
こ
の
経
の
増
廉
せ
ら
れ
た
形
態
に
す
ぎ
な
い
ー
ー
を
な
ら
べ
る
と
、
識
と
名
色
の
相
依
相
闘
を
設
く
十
支
の
縁
起
経
が
、
如
何
に
し
て

(
一
了
コ
一
頁
参
照
)
|
|
今
そ
の
一
部
を
引
用
し
た
増
一
阿

後
展
し
て
十
二
支
縁
起
経
に
な
っ

T
行
っ
た
か
の
過
程
が
明
瞭
に
理
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
雑
阿
含
の
針
慮
経
は
も
う
一
つ
の
重
要
な
事
賞
を
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
十
支
縁
起
設
が
十
二
支
縁
起

無
明

設
に
移
る
と
き
に
、
最
初
は
逆
観
だ
け
が
先
づ
十
二
支
に
な
っ
た
と
い
ふ
事
賓
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ら
う
か
?

と
行
と
の
こ
支
は
、
賓
は
た
だ
逆
糊
慨
を
説
明
す
る
矯
に
の
み
必
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
?

無
明
と
行
と
が
後
に
順
観
に
も
加
へ
ら

れ
た
の
は
、

い
は
ば
穂
裁
を
整
へ
る
矯
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
さ
う
だ
と
す
る
と
無
明
は
「
無
明
の
滅
に
縁
っ
て
行
が
あ
る
」
と
い
ふ
か

た
ち
で
、
行
は
「
行
の
滅
に
縁
っ
て
識
が
あ
る
」
と
い
ふ
か
た
ち
で
、
始
め
て
、
充
分
な
意
味
を
後
揮
す
る
概
念
で
あ
る
。
無
明
が
行
を
、
行

が
識
を
肯
定
的
に
直
接
傑
件
付
け
る
こ
と
が
眼
目
で
は
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
様
な
無
明
と
行
と
の
縁
と
し
て
の
有
り
方
は
、
非
常
に
特
殊
な
も

の
で
、
さ
き
に
は
根
援
の
献
へ
り
を
論
じ
、
根
擦
の
自
覚
が
同
時
に
そ
の
否
定
超
越
で
あ
る
と
し
た
が
、
正
し
く
そ
の
様
な
意
味
で
の
縁
が
こ

こ
で
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

Q

勿
論
「
無
明
の
滅
に
縁
っ
て
行
の
滅
が
あ
る
」

「
行
の
滅
に
縁
っ
て
識
の
滅
が
あ
る
」
と
い
へ
ば
、

「
無
明
に
縁
っ
て
行
が
あ
る
」

「
行
に

縁
っ
て
識
が
あ
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
一
廉
珠
想
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
そ
の
順
観
に
於
け
る
縁
の
限
定
の
仕
方
は
、
客
観
的
に
説
明
出
来
な

い
こ
と
は
勿
論
、
主
種
的
に
自
賛
せ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。

縁
起
設
に
於
け
る
相
依
性
の
問
題
(
武
内
)

一
七
九
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八

O

例
へ
ば
私
が
、
識
と
名
色
と
の
相
依
性
の
肯
定
的
な
表
現
の
意
味
を
、
「
私
が
夢
を
み
て
ゐ
る
こ
と
が
、
夢
の
世
界
を
成
立
せ
し
め
る
、
逆
に
叉
、
夢
の
世
界
の
中
に
ゐ
る
こ
と
(
そ

れ
が
途
絶
え
る
こ
と
な
く
私
の
夢
に
現
れ
る
こ
と
)
が
夢
を
成
立
せ
し
め
る
」
と
い
ふ
開
係
に
擬
え
て
説
明
し
て
見
て
も
、
矢
張
り
こ
の
様
な
説
明
に
は
致
果
の
限
度
が
あ
る
。
誰
も
が

こ
の
説
明
が
E
し
い
か
否
か
、
夢
の
世
界
に
入
っ
て
行
っ
て
検
鐙
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
し
、
叉
識
の
問
題
と
し
て
も
そ
れ
を
自
在
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
一
言
で
い
へ
ば
、
こ
の
相

依
性
を
現
象
撃
的
に
記
述
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

た
だ
無
明
の
減
に
縁
っ
て
行
の
滅
が
、
行
の
滅
に
縁
っ
て
識
の
滅
が
あ
る
故
に
、

こ
の
迂
路
を
通
じ
て
そ
の
働
き
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
さ
き
に
そ
の
様
な
根
援
の
自
発
を
夢
だ
と
知
る
こ
と
に
鵬
首
へ
た
。
夢
は
い
つ
で
も
夢
で
あ
っ
た
と
し
て
の
み
知
ら
れ
る
。
し
か
も

こ
の
「
で
あ
っ
た
」
は
、
発
醒
の
現
在
の
本
質
的
な
規
定
で
あ
っ
て
、
箪
に
過
去
の
記
憶
等
々
と
一
つ
に
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
後
者
の

場
合
は
、
現
在
の
自
脂
質
に
と
っ
て
、
そ
れ
の
存
在
の
た
め
の
本
質
的
な
契
機
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
無
明
と
行
と
は
こ
の
本
質
的
意
味
の
過

去
性
が
費
に
現
在
し
て
ゐ
る
こ
と
を
示
す
。
三
世
雨
重
の
因
果
で
無
明
と
行
と
が
過
去
世
に
配
置
せ
ら
れ
た
の
も
、

全
然
偶
然
と
の
み
は
い
へ

な
い
で
あ
ら
う
。
和
辻
博
士
も
指
摘
せ
ら
れ
る
如
く
阿
毘
達
磨
の
時
間
論
に
於
て
は
、
し
ば
し
ば
三
世
は
時
の
過
去
・
現
在
・
未
来
の
三
相
を

意
味
す
る
(
「
三
世
貰
有
・
法
韓
恒
有
の
主
張
に
つ
い
て
」
)

0

こ
こ
で
も
過
去
世
は
先
づ
こ
の
様
な
過
去
性
の
意
味
で
用
ひ
ら
れ
、

や
が
て
廻
心
の
現
在

に
現
在
し
て
ゐ
る
、

l
l過
去
す
る

ハ
〈

R
m
o
r
g〉
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
し
な
い
令
。
ァ
moroロ
)
1
1
1、
こ
の
重
要
な
象
徴
的
意
味
が
見
失
は

れ
る
に
至
っ
て
、
神
話
的
な
し
た
が
っ
て
客
観
的
な
文
字
通
り
の
過
去
世
に
後
に
解
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
見
え
る
。
繰
り
返
し
て

い
ふ
が
識
と
名
色
と
の

「
識
に
縁
っ
て
名
識
が
あ
る
、
名
色
に
縁
っ
て
識
が
あ
る
」
と
い
ふ
第
一
の
相
依
性
は
「
名
色
の
滅
に
縁
っ
て
識
の
滅

が
あ
る
、
識
の
減
に
縁
っ
て
名
色
の
減
が
あ
る
」
と
い
ふ
第
二
の
相
依
性
に
逆
轄
さ
れ
て
は
じ
め
て
そ
の
意
味
を
明
か
に
す
る
。

だ
か
ら
こ
の

相
依
性
は
認
識
主
観
に
於
け
る
主
観
・
客
観
の
関
係
か
ら
は
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
勿
論
そ
の
様
な
主
客
の
関
係
も
、

こ
の
相
依
性
に

基
づ
き
、

い
は
ば
第
二
次
的
な
或
は
第
三
次
的
な
そ
れ
の
獲
形
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
本
来
の
識
と
名
色
と
の
相
依
性
は
そ

れ
か
ら
は
明
か
に
せ
ら
れ
な
い
。
後
者
が
根
底
と
な
っ
て
前
者
が
あ
る
の
で
、
そ
の
逆
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
識
と
名
色
と
の
相
依
性
は
、

一
見
何
で
も
な
い
如
く
に
見
え
て
、
賞
は
最
も
深
い
、
そ
の
後
の
全
備
敬
撃
の
後
展
の
基
石
に
な
る
も
の



可

を
簡
潔
な
言
葉
の
う
ち
に
言
ひ
表
し
て
ゐ
る
。

た
と
へ
ば
世
親
が
唯
識
三
十
論
で
唯
識
無
境
の
理
に
よ
っ
て
針
境
の
無
を
鐙
明
す
る
こ
と
が
、
都
へ
っ
て
識
の
無
を
明
か
に
す
る
所
以
だ
と

し
識
境
が
と
も
に
空
に
蹄
す
る
と
い
ふ
の
は
、

「
名
色
の
滅
に
縁
っ
て
識
の
滅
が
あ
る
」
を
明
か
に
し
た
も
の
と
言
へ
ょ
う
。
そ
れ
と
は
反
針

に
龍
樹
の
空
論
が
、
阿
毘
達
磨
の
法
論
が
郎
自
的
に
持
っ
て
ゐ
る
概
念
の
自
己
矛
盾
を
あ
ば
き
出
し
、
そ
れ
を
思
惟
す
る
主
抽
胞
を
二
律
背
反
に

街
き
落
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
明
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
法
の
空
・
無
自
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
か
に
「
識
の
滅
に
よ
っ
て
名
色
の
滅
が

あ
る
」
を
、
新
し
い
角
度
か
ら
再
び
確
認
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
き
口
ヘ
ょ
う
。
雨
者
は
軌
れ
も
相
依
性
に
立
脚
し
、

こ
れ
を
前
提
と
し
つ
つ
、

減
の
一
面
か
ら
、
そ
れ
も
さ
ら
に
そ
の
又
一
面
か
ら
一
方
向
的
に
「
名
色
の
滅
」
↓
「
識
の
滅
」
か
或
は
「
識
の
滅
」
↓
「
名
色
の
滅
」
を
の

み
把
え
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
で
は
滅
の
相
依
性
さ
へ
も
十
全
的
で
は
な
い
。
ま
し
て
集
と
滅
と
の
爾
面
に
わ
た
る
相
依
性
の
み
一
種
は
、
そ
れ

が
珠
想
せ
ら
れ
て
ゐ
る
に
も
拘
ら
ず
、

そ
れ
を
そ
れ
と
し
て
明
か
に
自
費
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
一
見
草
純
に
見
え
て
そ
れ
程
困
難

な
課
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ
わ
れ
は
と
も
か
く
こ
の
相
依
性
が
、
十
二
支
縁
起
設
に
於
て
、
そ
の
一
面
が

(
邸
ち
過
去
性
の
契
機
が
〉
無
明
と
行

と
の
二
支
に
寓
し
出
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
無
明
と
行
と
の
概
念
を
、

こ
の
様
な
見
地
に
立
っ
て
、
新
た
に
追
究
し
て
行
く
の
が
、

わ

れ
わ
れ
の
次
の
課
題
で
あ
る
。

「
識
日
名
色
」
は
そ
こ
で
は
、

へ

1
グ

Y
の
所
謂
の
ぬ
巧

2
2
と
し
て
の
本
質
規
定
に
よ
っ
て
反
省
せ
ら
れ
る

こ
と
と
な
る
で
あ
ら
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
問
題
の
概
観
を
肢
に
二
二
頁

l
二
四
頁
の
川
同
州
で
先
取
し
て
置
い
た
。
そ
れ
に
就
い
て
の
立
ち

入
っ
た
紋
速
は
こ
こ
で
は
最
早
論
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

縁
起
翫
に
於
け
る
相
依
性
の
問
題
(
武
内
)

)¥. 


