
〆

㌃

「

251

係
を
類
推
に
よ
り
て
他
人
と
我
と
の
闘
…
係
に
も
適
堕
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
吾
々
は
顛
推
に
よ
り
て
、
我
と
等
し
き
も
の
蕊
存
質
を
許
す
、
さ
れ
ど

之
を
以
っ
て
、
我
と
同
じ
、
又
は
、
我
と
一
心
岡
髄
な
り
と
容
易
く
見
微
す
・

か
、
余
も
亦
謬
見
を
懐
け
る
一
人
な
る
か
。

　
附
録
の
輔
つ
「
宗
教
と
遽
徳
扁
で
は
雨
脅
の
關
係
を
蓮
べ
て
、
甦
徳
は
宗

敏
化
す
る
を
嬰
し
、
宗
数
は
避
徳
化
す
る
を
主
要
す
と
課
し
、
藁
の
宗
教

と
、
眞
の
蓮
徳
と
は
畢
野
心
で
あ
る
、
何
等
の
差
別
が
穿
し
な
い
と
説
き
、

「
自
畳
の
徹
底
」
で
は
自
登
の
起
る
揚
合
を
暴
げ
、
徹
底
し
た
る
霞
発
を
絶

叫
し
て
居
ら
れ
る
。

　
全
巻
を
懸
じ
て
導
べ
ら
れ
て
屠
る
虚
里
家
為
倫
理
、
殊
に
我
國
髄
と
悪

心
と
に
戯
し
關
…
馳
せ
ら
る
滑
落
決
し
て
蔵
並
で
無
い
こ
と
は
疑
は
な
い
。
さ

れ
ど
本
論
並
に
「
琴
歌
と
賢
徳
」
と
に
縷
々
欝
癒
せ
ら
る
工
多
即
一
主

義
・
否
、
岡
驚
異
巾
心
主
義
は
諸
物
を
悪
し
て
渾
然
た
る
一
触
隅
と
せ
ら
る
工

麗
甚
だ
妙
を
極
め
て
み
る
、
乍
然
渾
一
主
義
は
動
も
す
乳
ば
、
渾
沌
主
義
に

陥
る
こ
と
な
き
か
を
漏
る
。
本
論
三
百
有
ナ
三
頁
嚴
審
な
る
章
紳
印
の
別
な

く
、
本
丈
中
の
主
要
な
る
字
句
を
摘
出
し
て
目
次
と
せ
ら
る
義
爲
、
漣
り
込

ま
れ
て
漫
然
た
る
鰻
稿
を
草
す
る
に
到
れ
る
も
以
上
所
々
に
披
涯
し
た
る
質

疑
髪
散
ず
る
の
機
を
與
へ
ら
ろ
れ
ば
幸
な
り
。
　
（
愛
行
所
、
東
京
甫
小
石
川

麗
竹
早
町
三
十
七
大
日
ゆ
學
領
野
會
、
定
償
金
戴
㍊
）
　
（
叢
生
光
三
郵
）

郎
度
の
佛
激

蕨
　
原
　
雲
　
策
著

　
佛
由
敏
は
印
度
の
宗
敏
思
想
が
琳
籏
｛
蓮
…
焚
化
せ
る
中
の
｝
階
段
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
感
想
が
本
髄
論
、
字
霧
諮
、
心
理
、
倫
理
、
叉
來
世
論
等
に
於
て
、
従

前
の
慧
想
と
密
接
の
浬
絡
が
あ
り
、
從
っ
て
佛
教
思
惣
の
起
原
と
憂
悪
と
を

新
碧
　
紹
介

明
に
せ
ん
と
せ
ぱ
、
そ
の
從
っ
て
來
る
所
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
槍
、
佛
教

に
於
け
る
厭
世
掘
、
百
家
修
道
、
輪
廻
と
解
臆
、
業
感
隷
起
、
根
本
無
明
、

智
明
、
画
面
と
雲
行
、
こ
れ
蝶
決
し
て
…
宇
陀
の
創
詮
で
は
な
く
て
、
・
殿
論
、

ジ
ヤ
イ
ナ
教
等
と
等
し
く
そ
の
源
は
皆
之
を
優
波
尼
妙
土
の
ア
ー
ト
マ
ン
説

に
山
來
す
る
の
で
あ
る
、
然
れ
ど
も
當
時
二
恩
以
前
の
滞
學
派
に
於
て
は
、

徒
ら
に
身
を
写
し
め
、
精
を
凝
し
て
苦
行
し
、
以
て
止
天
解
脱
を
希
望

し
、
竣
は
藍
鼠
に
深
奥
の
哲
難
を
談
ず
る
蚤
身
に
解
．
娩
の
因
を
修
せ
ざ
る
も

の
あ
り
、
絃
に
こ
れ
等
無
義
の
苫
行
を
齢
し
、
空
論
を
斥
ぞ
け
、
誠
實
K
眞

鮮
脆
の
避
を
求
め
ん
と
す
る
氣
浬
が
一
般
瀧
會
に
勃
興
し
て
來
た
、
こ
の
氣

運
に
撫
じ
、
一
山
姓
の
加
　
何
を
日
嗣
ぜ
ず
、
貧
｛
”
田
の
縣
心
隔
…
を
問
は
ず
、
李
等
に
清

籍
な
る
近
徳
的
宗
教
を
弘
布
し
た
も
の
は
即
ち
灘
奪
で
あ
っ
た
。
そ
の
罧
算

の
宗
教
が
第
十
二
世
紀
圓
々
数
の
腿
遮
を
受
け
て
衰
減
せ
ん
と
す
る
期
に
至

る
ま
で
、
諮
他
の
右
派
と
交
渉
論
叢
し
、
大
小
顯
獅
膚
他
磁
力
の
教
理
並
び

起
り
、
年
灰
を
鯉
…
る
に
從
っ
て
二
次
搬
蓮
磁
化
し
、
そ
れ
導
學
論
興
亡
の
時
代

の
如
き
胴
尊
貴
難
の
爲
に
今
賛
よ
り
推
し
て
之
を
知
る
譲
が
碑
來
な
い
の
で

あ
る
。
俳
「
し
著
者
は
便
嚢
の
た
め
桑
の
重
な
る
黙
に
就
て
、
（
一
）
根
本
佛
教
獲

蓮
町
代
－
佛
入
滅
よ
り
龍
絢
の
初
め
雲
で
、
（
二
）
大
梁
教
生
興
時
代
一
t
龍

樹
よ
り
第
二
の
法
欝
ま
で
、
一
三
）
轡
教
衰
叛
時
代
一
型
二
の
法
嚇
よ
り
麗
ぼ

那
正
朝
の
絡
り
ま
で
、
の
三
期
に
猛
青
し
て
研
究
し
て
居
ら
る
エ
の
で
あ

る
、
け
れ
ど
も
木
幽
か
に
於
て
は
第
【
、
第
二
の
爾
時
代
の
研
究
に
止
ま
り
、

第
三
期
は
紙
敷
の
制
限
が
許
さ
な
か
っ
た
爲
め
で
は
あ
ら
う
が
、
「
典
隅
の
年

代
の
．
長
き
に
比
し
て
認
す
べ
き
こ
と
多
か
ら
ず
、
大
量
難
燃
特
に
覗
術
敏
弘

徳
の
事
蹟
の
み
」
と
し
て
酪
さ
れ
た
こ
と
は
遺
憾
に
黒
は
ざ
る
で
も
な
い
。

（
以
上
総
設
に
就
て
）
。

一
九
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哲
　
撃
　
概
　
究
　
　
第
、
二
＋
．
三
三
，

確
者
は
…
別
設
に
於
て
、
（
一
）
繹
奪
の
望
郷
、
（
二
）
所
説
の
法
、
（
三
）
佛
弟
子

衆
、
（
四
）
佛
減
後
の
佛
敦
の
四
項
に
大
別
し
、
p
そ
の
一
々
を
更
に
小
節
に
開

き
て
蓮
べ
て
居
ら
る
、
。

　
輪
廻
は
盛
時
印
度
一
般
に
儒
ぜ
ら
れ
た
る
班
で
あ
っ
て
、
繹
鍍
も
亦
こ
の

懸
想
を
纒
落
し
た
、
然
る
κ
他
の
學
徒
は
業
力
に
依
り
て
我
が
輪
廻
す
♪
立

つ
る
に
反
し
、
一
線
は
我
を
俳
補
し
た
の
で
あ
る
か
ら
輪
廻
の
虫
齢
が
あ
る

課
が
な
い
　
唯
心
畿
と
業
と
を
根
本
と
し
た
懇
匙
法
の
み
で
、
羅
趣
の
成
甦

は
、
輪
廻
と
業
感
の
理
は
既
定
の
購
實
と
し
て
ル
．
の
上
に
立
ち
、
内
槻
思
惟

し
て
、
　
一
転
諮
法
は
無
我
に
し
て
、
唯
隷
起
あ
る
の
み
と
い
ふ
こ
と
を
知
見

し
た
、
苦
心
思
惟
の
成
堅
魚
難
の
そ
の
愉
雨
雲
、
昨
澱
ま
で
線
起
法
の
實
相
に

堕
せ
ず
、
無
限
に
限
を
劃
し
、
塞
中
に
有
を
計
し
、
我
他
を
差
刷
し
、
苦
樂

を
…
封
署
し
、
森
々
と
し
て
励
若
し
來
U
し
も
、
権
へ
ば
こ
れ
唯
無
朔
の
所
爲

の
み
、
一
且
藻
W
起
槻
醗
…
帰
す
れ
ば
、
欝
欝
側
剛
蔽
…
を
W
臨
つ
が
如
く
、
蒲
岬
碍
東
天

に
昇
り
て
長
夜
の
大
笠
一
二
に
滅
す
る
が
如
き
そ
の
眞
理
を
、
自
行
化
他
の

慈
悲
心
よ
り
、
糧
駆
は
自
撮
猫
得
の
正
法
な
始
め
て
天
下
に
公
論
し
、
一
切

の
邪
設
異
論
不
蕃
法
を
破
孫
せ
ん
が
猛
に
、
之
を
韓
法
輪
し
た
の
で
あ
る
、

し
か
も
綴
F
奪
の
設
法
は
當
時
曹
通
の
心
解
敦
家
の
如
（
、
深
田
逐
な
る
理
偽
㈹
を
総

へ
て
少
籔
の
鰺
者
に
封
し
た
の
で
も
な
い
、
又
無
釜
の
苦
行
を
勤
め
て
身
心

を
三
百
せ
し
め
た
の
で
も
な
い
、
着
實
な
る
数
旨
と
粗
樫
易
修
の
方
法
と
を

以
て
、
一
切
の
輪
坐
を
し
て
唯
臓
分
に
修
練
せ
し
め
心
性
を
改
善
し
、
悪
を

去
り
徳
K
…
巡
む
る
を
以
て
そ
の
主
眼
と
し
、
世
を
悲
懸
す
る
こ
と
趣
め
て
大

に
長
篇
甚
だ
勉
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
汝
等
隠
蟹
を
備
な
へ
り
と
謂

ふ
勿
れ
、
我
れ
逝
け
る
後
は
我
が
班
設
の
法
と
律
と
は
取
れ
汝
等
の
師
な

η
」
、
「
坐
者
必
ず
滅
す
、
汝
等
精
進
な
れ
、
放
逸
な
る
こ
と
勿
れ
」
と
の
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎞
二
〇

誠
を
避
せ
る
筆
墨
の
浬
鍵
は
、
佛
弟
子
に
取
り
て
は
信
仰
の
巾
・
心
舞
脆
の
円

本
傑
誰
、
正
法
盗
孟
春
の
淫
薬
の
興
国
で
あ
っ
た
（
羅
纏
の
略
帽
）
。

　
羅
敏
成
激
の
時
漉
察
し
た
縁
起
は
佛
教
の
根
本
療
理
で
あ
っ
て
、
又
韓
法

弟
…
の
内
容
を
な
し
、
盤
陀
一
切
の
真
教
は
こ
の
源
泉
よ
り
流
出
し
て
居
る
の

で
あ
る
、
著
者
は
鼓
に
繰
起
源
に
謝
す
る
種
々
の
異
設
を
雛
げ
、
最
後
に
室

と
し
て
有
部
宗
の
兜
鯉
川
に
墓
き
そ
の
設
明
を
試
み
、
そ
し
て
没
隅
の
苦
は
成

逝
以
薗
よ
り
騨
奪
の
念
頭
詑
去
ら
ざ
る
思
想
で
あ
っ
て
、
如
何
に
し
て
こ
の

苦
を
脆
せ
ん
か
と
い
ふ
欲
求
が
彼
れ
が
求
邉
解
脱
の
義
字
…
綴
で
あ
・
つ
た
と
論

じ
、
彼
れ
は
今
世
の
苦
果
は
過
去
の
苦
因
歳
由
リ
、
未
満
の
曲
齎
巣
は
A
7
世
の

筈
四
に
由
る
、
こ
、
に
こ
の
肉
果
の
蓮
鎮
を
購
ち
て
・
極
め
て
翼
の
解
脆
を
得

る
ζ
と
に
想
離
し
た
の
で
あ
っ
た
、
苦
第
滅
道
の
凶
聖
諦
が
彼
れ
成
逃
の

昧
・
、
彼
れ
の
内
槻
に
侠
り
て
知
見
せ
b
れ
理
窟
せ
ら
れ
た
ζ
と
は
理
の
當
然

で
あ
る
、
繹
奪
一
代
の
設
教
は
實
に
こ
の
四
聖
諦
と
以
て
そ
の
中
心
根
祇
と

な
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
次
に
四
聖
諦
の
一
々
に
就
て
簡
輩
で
は
あ
る
が
併

し
朔
裁
に
論
述
せ
ら
れ
、
殊
に
瀧
諦
に
就
て
は
比
較
的
詳
細
に
溜
り
、
三
十

七
避
昆
と
三
韓
と
の
開
係
ま
で
も
明
快
に
説
か
れ
て
あ
る
（
駈
設
の
法
）
。

　
伸
教
を
信
じ
修
道
す
る
要
鮎
は
三
學
を
完
備
し
苦
の
遽
際
を
な
す
に
あ

り
、
し
か
も
こ
れ
を
な
す
に
は
瀬
欝
な
乃
地
位
に
居
ら
な
け
わ
ぱ
な
ら
ぬ
、

在
家
は
愛
欲
煩
累
に
普
し
め
ら
れ
つ
」
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
蓬
け
て
田
家
生
活

を
な
す
を
最
も
便
利
と
す
、
こ
の
島
的
の
た
め
に
利
合
せ
る
團
衆
を
俗
伽
と

い
ふ
、
こ
の
櫓
…
伽
…
の
紋
鰍
職
も
亦
そ
の
臨
光
駆
を
波
羅
…
門
教
に
仰
い
だ
の
で
あ
っ

た
。
佛
出
土
伽
の
團
燈
に
は
理
想
か
ら
い
へ
ば
一
切
世
問
の
人
を
し
て
恥
等

無
差
別
に
随
意
加
入
せ
し
む
る
ζ
と
を
許
す
の
で
あ
る
が
、
併
し
實
二
上
の

必
要
よ
り
霞
ら
入
・
曾
譜
の
贅
格
に
鋼
限
を
算
し
、
入
構
の
作
法
竜
漸
次
複
雑



　
　
と
な
る
に
竈
つ
た
。
…
催
伽
の
衣
食
住
は
少
欲
知
足
が
そ
の
主
眼
で
あ
っ
て
、

　
　
曾
伽
の
行
儀
に
は
布
薩
或
は
転
義
恣
の
臼
に
於
て
、
撲
碍
儀
悔
等
夫
々
相
器
の

　
　
欄
戴
が
あ
っ
た
（
佛
弟
子
衆
）
。

　
　
　
次
に
「
佛
滅
後
の
佛
敦
」
に
移
る
、
さ
て
佛
教
災
研
究
の
史
科
と
し
て
南

　
　
北
雨
露
の
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
鼓
に
南
方
と
い
ふ
の
は
便
宜

　
　
上
錫
撮
、
邊
羅
の
如
き
波
世
語
佛
薮
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
地
理
的
に
…
切

　
　
の
印
山
皮
南
方
地
L
万
を
指
す
の
で
は
な
く
、
現
に
悶
珊
離
島
の
如
皿
き
、
地
理
的
に

　
　
は
南
方
で
あ
る
事
、
そ
の
地
に
曾
て
行
は
れ
た
佛
数
に
、
大
乗
教
殊
に
秘
密

　
　
敏
の
あ
っ
た
ζ
と
は
、
吏
料
の
讃
明
す
る
所
で
あ
る
か
ら
、
學
者
は
こ
の
南

　
　
北
の
意
が
便
笠
上
の
事
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
、
撹
評
簡
揮
の
見
識
を
以
て

　
　
研
腫
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
著
者
の
厨
謂
枳
玉
穂
教
鞭
達
蒔
代
は
七
百
線
年
・
問
で
、
そ
の
初
期
と
末
期

　
　
と
の
間
に
は
画
よ
り
大
差
は
あ
る
が
、
併
し
等
し
く
所
謂
小
乗
教
で
あ
っ

　
　
て
、
要
す
る
に
未
だ
｝
切
衆
生
成
佛
の
教
を
唱
へ
ず
、
唯
噺
煩
拙
得
心
墾
の

　
　
…
教
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
写
照
に
於
て
學
徒
甲
乙
の
問
に
思
想
の
相

　
　
違
を
費
し
、
宗
汲
の
分
裂
を
堅
し
た
の
は
佛
滅
後
満
…
一
百
年
に
至
っ
て
か
ら

　
　
で
あ
る
、
蒋
巻
は
こ
の
佛
減
満
一
百
年
以
前
を
原
始
佛
薮
時
代
と
名
け
滅
べ

　
　
く
ぼ
、
こ
れ
よ
り
龍
樹
に
至
る
迄
は
小
楽
劇
獲
蓮
時
代
と
早
し
得
べ
し
と
謂

　
　
て
居
ら
る
玉
。
そ
の
薗
奢
に
　
働
す
る
時
代
中
に
坐
起
し
た
重
要
瑛
件
は
い
ふ

　
　
象
で
も
な
く
箪
一
結
集
で
あ
る
、
武
者
は
之
を
O
葺
2
－
汐
σ
含
σ
喬
食
第
＋
一
章

　
　
に
依
り
て
魏
託
し
、
最
後
に
北
方
所
僻
で
あ
る
大
盛
部
結
集
即
ち
界
外
結
集

　
　
説
を
批
画
し
「
元
來
大
衆
の
懸
輿
な
る
も
の
は
、
大
衆
部
の
學
徒
が
膚
帰
籍

　
　
旨
の
起
原
を
上
坐
部
と
同
地
位
に
践
か
ん
が
爲
に
、
其
の
年
代
を
上
坐
結
集
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と
同
時
と
せ
し
も
の
に
し
て
、
敢
て
史
記
を
語
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
大
衆
部

　
　
　
　
　
．
　
　
薪
　
馨
紹
介

な
る
名
稻
は
實
に
縦
軸
百
年
に
始
ま
れ
り
」
と
澱
…
べ
ら
れ
て
る
る
。
次
に
損

本
枝
末
世
分
派
を
南
北
皆
無
の
各
に
就
て
稗
詳
細
に
之
を
耀
き
、
雨
大
天
と

爾
阿
育
の
問
題
に
も
鯛
れ
、
●
大
天
に
就
て
は
党
勢
二
百
年
賊
佳
大
天
こ
そ
㎞
墨

の
史
的
大
天
で
あ
る
と
し
、
阿
育
に
就
て
は
黒
法
同
一
読
紆
一
は
阿
育
の
爾

恋
†
生
を
取
り
黒
阿
育
と
名
け
、
晶
は
阿
育
の
後
恋
†
生
を
取
り
法
阿
育
と
名
け

た
も
の
で
あ
ら
う
と
論
逸
せ
ら
れ
て
あ
る
。

　
次
に
小
繋
諸
派
の
宗
義
に
移
り
、
教
義
上
大
型
し
て
大
衆
、
設
一
切
有
、

敷
子
の
三
部
と
な
し
夫
々
敏
義
の
詮
明
及
比
較
、
そ
の
肉
來
源
泉
を
設
き
、

阿
育
王
と
壷
金
と
の
關
係
よ
り
、
王
在
位
串
の
佛
敦
遊
要
事
仲
で
あ
る
第
三

結
集
、
佛
教
の
弘
溢
に
就
て
略
述
せ
ら
れ
、
王
の
事
業
の
一
で
あ
る
傳
薮
師

の
派
鍛
は
、
王
の
疋
法
大
官
汲
澄
と
相
三
っ
て
佛
教
を
印
度
の
内
外
に
弘
通

す
る
に
甚
大
の
効
力
が
あ
り
、
覆
轍
に
は
王
の
子
マ
ヒ
ン
ダ
が
佛
減
二
百
酬
．
二

十
六
年
に
佛
教
を
初
め
て
傳
へ
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
居
る
が
、
し
か
し

こ
れ
は
公
式
の
櫨
世
教
で
あ
っ
て
、
　
「
錫
…
葡
は
南
部
印
度
特
に
其
齋
小
岸
な
る
カ

リ
ン
が
地
方
と
古
よ
り
交
通
あ
り
た
れ
ば
マ
ヒ
ン
ダ
以
蘭
よ
り
已
に
若
干
の

佛
教
思
想
は
備
は
り
居
り
し
な
ら
ん
」
と
想
像
し
て
居
ら
る
、
。

　
吹
に
阿
育
王
の
絡
よ
り
迦
賦
色
迦
に
盃
る
問
の
玉
朝
の
聖
母
と
佛
教
の
歌

況
と
を
論
蓮
せ
ら
れ
、
次
κ
第
二
期
印
ち
大
乗
教
興
隆
時
代
に
筆
を
疹
さ
れ

て
あ
る
。

　
緑
尊
爾
…
世
の
暗
印
度
の
心
ホ
敏
思
想
巌
洞
は
観
難
昏
二
二
の
墨
磨
，
て
あ
っ
た
か

ら
、
繰
窟
が
時
代
の
嬰
求
に
よ
り
輩
純
滞
新
な
る
道
徳
的
宗
教
を
唱
へ
ら
れ

た
…
稼
に
、
大
乗
蜘
歌
の
興
隆
も
時
代
患
想
の
筆
工
踏
を
蒙
り
て
起
つ
た
の
で
あ

る
、
併
し
胴
禅
尊
は
反
動
的
時
代
愚
想
の
要
求
に
腋
…
じ
反
動
的
宗
教
を
鋼
唱
せ

ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
大
桑
敏
の
翼
縢
は
疇
代
愚
想
の
璽
蓬
に
建
れ
て
塵
岡

＝
二
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第
二
十
三
號

的
に
形
成
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
み
る
、
そ
し
て
そ
の
大
梁
教
も
全
然
新
元
素

か
ら
成
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
淵
源
は
蓮
く
佛
陀
金
環
の
慮
娩
に
獲
し
、

諸
學
派
の
影
響
を
受
け
、
展
翁
渡
漣
し
た
も
の
で
、
決
し
て
晴
天
の
灘
震
で

は
な
い
と
し
、
大
粟
思
想
獲
展
の
径
路
を
佛
典
κ
よ
り
て
論
明
し
、
最
後
に

諸
法
賃
相
論
、
町
頼
耶
鑑
識
隷
祀
～
論
…
、
愉
躍
如
毅
評
論
…
に
就
て
幡
静
劇
〃
に
諭
述
せ
ら

れ
、
蘭
蓮
の
如
く
第
三
期
は
之
を
読
か
ず
し
て
本
書
は
結
ば
れ
て
あ
る
。

　
署
者
は
我
幽
有
数
の
発
益
男
者
で
あ
る
．
そ
の
雷
魚
深
い
義
脚
學
の
知
識

を
緯
と
し
、
著
者
の
佛
毅
史
及
び
教
理
に
封
ず
る
見
識
を
経
と
し
、
あ
ら
ゆ

る
難
問
題
も
其
知
識
、
見
識
か
ら
批
詐
的
に
想
像
し
解
説
せ
ら
れ
、
甲
乙
思

想
の
臨
…
係
終
期
…
な
ど
に
就
て
も
巧
み
な
る
推
論
が
加
へ
ら
れ
て
あ
る
か
ら
、

印
慶
佛
教
史
上
の
難
問
題
に
鋤
す
る
解
輝
の
一
方
法
と
し
て
署
者
の
説
を
認

め
る
い
こ
と
が
潤
上
る
と
思
ふ
。
本
書
は
「
佛
教
穴
擬
」
の
第
二
編
と
し
て
雲

版
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
元
は
「
佛
教
講
義
鍛
」
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
で

あ
っ
て
、
　
「
通
俗
を
目
的
」
と
せ
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
鼓
に
所
謂
「
通

俗
」
と
は
著
者
の
謙
遜
か
ら
か
、
然
ら
ず
ば
襲
行
者
の
要
求
か
ら
・
形
式
的

に
君
ひ
表
は
さ
れ
た
「
謹
俗
」
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
歴
然
と
し
て
認
め
ら

る
エ
位
、
専
門
的
、
研
究
的
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
た
、
強
度
佛
教
研
究
者
に

忙
し
一
滲
考
書
と
し
て
推
心
す
る
に
跨
沸
し
な
い
の
で
あ
る
。
唯
「
初
に
は

稗
精
し
く
し
て
後
に
巖
な
る
は
」
著
者
と
共
に
逡
憾
に
思
ふ
と
同
様
に
、
他

同
自
由
に
藩
者
の
護
蓄
を
鍛
握
せ
ら
れ
ん
機
を
期
せ
ざ
る
を
得
ぬ
の
で
あ

る
。
東
京
小
石
川
原
町
六
、
丙
午
餓
版
融
褒
行
、
菊
版
二
〇
六
頁
、
定
蟹
豊

圓
（
本
田
義
英
）

感
情
の
修
養

一
ニ
ニ

丈
學
博
士
　
谷
　
本
　
　
露
藩

　
本
霧
は
、
署
者
の
自
序
に
も
あ
る
や
う
に
、
そ
の
大
部
分
は
、
去
る
大
正

五
年
十
月
よ
り
翌
年
三
月
に
亘
り
て
．
憩
戸
高
等
商
業
學
校
に
於
て
講
ぜ
ら

れ
た
る
も
の
を
ぱ
、
此
度
訂
正
総
補
し
て
鎖
国
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
現
時
一
般
の
…
教
育
は
、
動
も
す
れ
ば
智
的
に
・
偏
し
て
、
情

意
の
方
両
を
ぱ
閑
却
し
て
居
る
。
同
じ
く
感
畳
の
教
育
を
ば
高
調
す
る
に
し

て
も
、
そ
の
郷
識
約
方
面
を
重
ん
じ
て
、
快
不
映
の
感
的
方
面
を
ぱ
糧
観
す

る
が
、
こ
れ
は
誤
っ
て
居
る
。
否
な
世
人
は
兎
角
理
論
理
論
と
い
ふ
が
、
理

論
の
巾
に
て
も
實
際
は
情
緒
に
よ
る
理
論
の
方
が
遙
か
に
多
い
。
聯
貝
に
人
事

の
活
機
と
な
っ
て
、
沿
を
動
か
す
も
の
は
、
此
の
情
緒
に
よ
る
理
論
で
あ
っ

て
決
し
て
翠
に
冷
や
か
な
る
智
的
濡
雪
の
熊
く
す
る
麗
で
は
な
い
、
況
ん
や

情
緒
は
洵
に
人
生
の
輩
で
あ
っ
て
、
こ
れ
な
く
ん
ぱ
わ
れ
等
の
生
活
は
貧
に

荒
凍
索
莫
た
る
紙
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
故
に
否
人
は
か
の
智
的
修
礎
と
共

に
、
よ
く
苦
口
の
感
受
魅
を
ば
錬
磨
し
て
、
　
【
面
輪
樂
と
共
に
「
又
辛
酸
苦
楚

を
弛
め
て
、
こ
れ
を
ぱ
充
分
堪
え
得
る
力
を
養
ひ
、
・
こ
れ
と
共
に
叉
よ
く
穂

人
の
不
幸
に
同
情
し
、
更
に
進
ん
で
は
、
種
々
な
る
憐
緒
、
惚
操
を
ば
培
養

し
、
渡
展
し
て
、
趣
味
あ
り
意
義
あ
る
生
活
を
ば
爲
す
よ
う
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
麗
し
て
こ
れ
や
が
て
本
書
再
版
の
動
機
で
あ
り
、
又
本
書
の
主
張

の
昂
結
で
あ
る
。

　
本
書
章
を
分
つ
こ
と
十
三
、
先
づ
第
一
章
に
於
て
、
東
西
爾
洋
に
於
け
る

毅
育
思
愁
の
歴
史
的
趨
勢
を
概
潮
し
て
、
感
情
修
養
の
必
翼
を
論
じ
、
第
二

章
に
於
て
は
、
感
情
の
一
般
的
特
質
を
蓮
べ
て
博
士
の
研
謂
、
樂
悲
勇
怯
膨

怒
愛
悪
欲
の
九
清
睨
を
ぱ
豫
設
し
、
第
三
章
に
於
て
は
、
現
代
人
の
懸
弊
と


