
起
信
論
に
於
け
’
ろ
認
識
實
践
の
三
相
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廣
　
瀬

文
　
豪

　
　
　
　
　
　
　
　
幽

　
起
裏
尺
の
思
想
は
印
度
大
乗
佛
激
に
激
て
最
も
登
達
し
た
思
想
で
あ
り
、
且
つ
異
つ
淀
諸
種
の

立
場
を
統
「
的
に
取
扱
つ
た
，
云
は
や
佛
激
愈
愈
の
組
織
的
膿
系
ご
も
云
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
思
想
に
於
て
現
は
さ
れ
た
る
唯
心
論
は
、
可
な
り
多
義
に
亙
っ
て
居
て
、
随
っ
て
こ
れ
を
説

く
こ
ご
は
固
よ
り
、
理
解
す
る
こ
ご
に
も
特
別
の
困
難
が
あ
る
。
そ
れ
で
、
今
そ
の
解
騨
に
入
る
前

に
當
っ
て
、
先
づ
唯
心
の
意
業
を
明
瞭
に
し
て
お
く
こ
ご
が
必
要
で
あ
ら
う
ご
思
ふ
。
（
こ
は
奮
著

に
於
て
既
に
論
謹
し
て
來
た
所
で
あ
る
か
ら
．
こ
、
で
は
唯
結
論
の
み
に
止
め
る
）

　
一
二
佛
激
の
唯
心
観
な
る
も
の
は
、
形
而
上
學
的
實
在
論
こ
し
て
の
唯
心
論
で
な
く
、
認
識
の
實

銭
に
去
て
～
切
法
が
在
る
ご
見
る
こ
ご
を
現
は
す
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
思
惟
の
上
に
取
扱
ふ

場
合
に
は
普
通
の
考
方
で
は
駄
目
で
あ
る
。
そ
れ
が
言
忌
で
あ
っ
て
も
、
又
物
質
で
あ
っ
て
も
、
實

在
増
し
て
考
へ
ら
・
る
、
も
の
は
、
考
へ
ら
る
、
劃
象
を
有
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
概
念
を

　
　
　
起
痛
論
に
於
け
ろ
認
識
實
蹉
の
三
・
相
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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四
緑

明
瞭
に
す
る
こ
と
・
は
さ
ま
で
困
難
で
な
い
が
、
全
然
實
在
ご
は
異
つ
だ
實
践
を
思
惟
の
調
象
こ
す

る
時
に
は
、
何
等
考
へ
ら
る
、
形
相
を
有
し
な
い
爲
め
、
一
切
法
の
根
源
こ
し
て
そ
の
形
而
上
學
的

意
味
を
掴
む
こ
ε
は
容
易
で
な
い
。
彼
の
西
洋
哲
學
に
於
け
る
槻
念
論
も
、
元
勲
認
識
論
的
形
而

上
學
で
、
實
在
論
的
唯
心
論
で
な
い
．
か
ら
．
二
っ
て
そ
は
「
認
識
す
る
こ
ご
」
を
以
て
そ
の
本
質
こ
す
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
考
方
に
於
て
意
識
な
る
毒
言
を
想
定
し
た
こ
こ
ろ
か
ら
、
こ
、
に
實
在
論
的
唯

35

_
に
心
向
し
、
そ
の
本
來
の
意
義
を
云
ふ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
　
彼
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
槻
念
論
的

辮
暦
法
を
具
騰
的
な
歴
史
的
事
宜
の
辮
尊
位
こ
し
だ
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
史
論
は
、
實
に
へ
ー
ゲ
川

の
唯
心
論
的
を
認
識
論
的
（
歴
史
の
認
識
）
に
改
継
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
精
棘
を
具
現
し
π
も
の

ビ
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
　
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
意
識
ご
か
精
紳
ε
か
云
ふ
や
う
な
抽
象
的
な
本

質
或
は
本
膿
は
な
い
Q
そ
の
形
而
上
學
座
本
膿
に
相
流
す
る
も
の
は
、
事
物
及
び
人
々
の
相
互
開

係
を
「
認
識
す
る
こ
ご
」
（
下
面
）
で
あ
っ
た
。
実
演
マ
ル
ク
ス
は
形
而
上
學
な
る
概
念
を
排
除
し
た
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
膏
雨
論
的
な
本
盤
を
見
る
見
方
を
排
除
し
た
の
み
で
、
形
而
上
學
的
意
昧
（
認
識

論
的
基
礎
）
を
排
除
し
だ
の
で
は
な
い
Q
　
レ
ー
ニ
ン
の
史
的
唯
物
論
に
も
「
物
自
蔵
の
［
我
々
に
取
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

て
の
物
」
即
ち
現
象
へ
の
轄
化
も
又
認
識
で
あ
る
」
ご
云
ふ
意
味
を
述
べ
て
あ
る
の
は
、
物
自
禮
ご
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

観
ビ
の
間
の
越
ゆ
べ
か
ら
す
ビ
さ
れ
た
障
壁
を
認
識
の
愛
盛
に
於
て
取
除
い
て
し
ま
っ
た
の
で
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あ
る
。
帥
ち
物
自
禮
も
「
認
識
面
面
」
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
物
自
禮
も
最
早
や
魏
念
論
者
の

云
ふ
如
き
物
良
膿
の
意
味
で
は
な
い
。
從
來
の
槻
念
論
者
が
超
認
識
こ
し
て
物
自
膿
を
立
て
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
物
自
膿
を
吾
入
の
表
象
に
封
し
て
考
へ
だ
い
け
に
止
め
て
お
い
て
、
そ
の

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

や
　
　
へ

考
へ
て
居
る
こ
と
即
ち
認
識
の
實
践
に
留
意
し
な
か
っ
た
の
に
因
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
私
が
漫
筆
の
唯
心
の
意
味
を
説
明
す
る
に
態
々
唯
物
置
忘
の
思
想
を
借
り
て
來
た
こ
云
ふ
こ

ご
は
、
頗
る
奇
矯
の
や
う
で
あ
る
が
、
實
は
近
頃
ふ
ご
氣
が
附
い
た
ε
こ
ろ
か
ら
少
し
く
其
の
論
擦

を
研
究
し
て
見
た
こ
こ
ろ
、
そ
こ
に
一
致
黙
を
見
出
し
た
の
み
な
ら
す
、
認
識
實
践
の
意
味
ε
し
て

は
、
最
も
力
強
ぐ
現
は
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
ε
を
戚
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
劔
、
佛
激
の
唯
心
観
を
是
の
如
く
生
活
、
實
蹉
に
満
て
解
す
る
時
、
そ
こ
に
存
在
す
る
も
の
は
、
膚
他

相
互
の
存
在
及
び
膚
然
の
存
在
あ
る
の
み
で
、
何
等
超
経
験
的
な
本
騰
は
な
い
こ
ご
に
な
る
。
　
こ

れ
が
帥
ち
佛
激
の
如
是
の
思
想
で
あ
り
、
叉
本
不
生
の
説
あ
る
所
以
で
あ
る
ρ
而
し
て
、
こ
の
如
是

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
思
想
が
既
に
認
識
の
實
践
を
前
提
ご
し
て
居
る
以
上
、
そ
は
軍
な
る
存
在
の
意
味
（
概
念
）
で
は
な

い
。
存
在
の
意
味
は
一
の
抽
象
で
あ
る
。
佛
激
に
云
ふ
如
是
法
ビ
は
概
念
に
於
け
る
法
で
な
く
、

ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

認
識
し
つ
、
あ
る
一
瓠
法
の
こ
ご
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
軍
な
る
概
念
ご
雇
別
し
て
、
一
切
法
を
そ
の

　
　
　
起
曲
論
に
於
け
ろ
認
識
貧
踵
の
三
梱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
九
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五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

如
實
の
相
に
於
て
知
ら
し
め
ん
ビ
し
て
用
ひ
た
語
が
、
塞
で
あ
る
・
。
師
ち
室
ご
は
察
な
る
も
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

概
念
で
な
く
、
認
識
の
實
践
を
指
示
す
る
概
念
で
あ
る
。
而
し
て
、
一
切
法
を
こ
の
塞
の
厩
肥
に
於

て
如
實
に
見
だ
立
場
が
眞
如
ご
話
せ
ら
れ
て
居
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
故
に
蒼
古
ご
は
元
來
本

膿
的
な
意
味
を
持
つ
た
概
念
で
な
く
、
法
を
如
實
に
観
じ
π
態
度
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
娚
伽

経
掲
頚
品
第
十
の
一
に
も
所
住
離
分
別
、
韓
依
郎
眞
如
ご
説
い
て
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
併
し
が
く
の
如
く
眞
如
が
盗
心
に
於
て
の
法
の
見
方
を
現
は
し
た
も
の
ビ
す
れ
ば
、
こ
れ
だ
け

で
は
未
だ
一
切
法
の
形
而
上
學
的
意
義
を
概
念
の
上
に
現
は
し
た
も
の
ε
は
云
へ
な
い
。
何
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
へ

な
れ
ば
、
畢
覧
そ
は
法
の
本
石
の
見
方
を
激
へ
た
や
け
で
、
法
の
實
相
を
説
い
た
の
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
Q
こ
の
翼
如
の
語
の
上
に
心
の
宇
を
加
へ
て
心
土
如
ご
云
は
る
、
時
、
こ
、
に
始
め
て
眞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

如
が
法
の
禮
（
膿
が
あ
る
の
で
は
な
い
が
）
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
こ
ご
、
な
る
。
帥
ら
實
践
が
客

観
的
に
原
理
ご
し
て
思
惟
さ
れ
た
こ
ご
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
諜
は
、
心
ご
は
「
認
識
す
る
こ
ε
」

を
現
は
す
概
念
で
、
こ
の
字
を
冠
す
る
こ
ご
に
因
っ
て
、
法
が
「
認
識
す
る
こ
ご
」
に
於
て
在
る
、
ご
云
ふ
、

法
の
形
而
上
學
的
意
義
が
眞
如
（
禮
験
）
に
負
は
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
起
信
論
の
語
を
睾

げ
て
見
る
ご
、

　
心
興
論
者
，
湿
婆
一
法
界
大
総
相
法
門
禮
、
所
謂
心
性
不
生
不
滅
（
中
門
）
是
故
一
切
法
、
從
レ
本
已
來
、
離
讐



597

　
言
説
相
ハ
離
茗
字
相
h
離
鵡
心
縁
懸
高
風
覧
李
等
無
レ
有
二
憂
異
嚇
不
レ
可
門
破
壌
h
唯
是
一
心
、
故
名
二
眞
郵
一

ご
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
ご
こ
ろ
で
、
こ
の
心
意
如
な
る
も
の
は
、
そ
れ
が
元
面
恥
在
で
な
く
、
實
践
を
指
示
す
る
概
念
で
あ

る
か
ら
、
そ
は
形
而
上
學
的
實
在
ご
し
て
の
心
の
如
く
固
定
的
な
膿
を
有
す
る
概
念
で
な
く
、
種
々

の
人
格
的
意
義
に
於
て
云
ひ
換
へ
ら
れ
る
性
質
を
持
つ
概
念
で
あ
る
。

　
ヘ
　
　
へ

　
實
践
を
「
法
界
の
膿
こ
し
て
一
切
法
に
卜
し
て
考
へ
る
時
は
、
そ
は
普
遍
的
で
、
そ
こ
に
は
何
等

舌
面
的
意
義
を
有
し
な
い
が
、
一
切
法
を
東
密
に
凄
き
、
「
認
識
す
る
こ
と
」
を
主
ビ
し
て
考
ふ
る
時
は
、

そ
こ
に
始
め
て
人
格
的
な
意
味
が
現
は
れ
て
下
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
含
は
軍
に
「
認
識
す
る
レ
ご
考

ふ
る
だ
け
で
、
「
逸
れ
の
」
ご
云
ふ
意
味
が
附
加
さ
れ
て
居
な
い
か
ら
、
個
的
意
昧
を
離
れ
た
超
越
的
な

入
格
性
で
あ
る
。
蒼
波
論
に
四
恩
藏
ご
説
い
て
あ
る
の
は
こ
の
曲
直
に
於
け
る
認
識
實
践
の
こ

ご
で
あ
る
。
さ
れ
ば
翁
忌
藏
ご
は
形
而
上
學
的
意
味
を
内
藏
し
た
心
理
的
意
味
に
於
け
る
認
識

叫
般
を
指
し
た
抽
象
的
概
念
ご
云
ふ
こ
ご
が
田
來
る
。
　
こ
れ
（
認
識
南
無
が
心
理
的
に
考
へ
ら
る

、
こ
ご
）
如
來
藏
…
が
衆
生
に
於
て
考
へ
ら
る
、
所
以
で
あ
る
。

　
爾
時
大
慌
菩
薩
摩
詞
薩
自
レ
佛
言
、
世
奪
修
多
羅
愚
説
，
如
來
藏
本
性
清
浮
、
常
恒
不
等
、
無
レ
有
工
憂
易
互
f

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
足
三
十
二
相
n
三
豊
一
切
衆
生
身
中
ハ
爲
西
盛
界
庭
垢
衣
所
レ
纒
、
貧
悉
無
等
妄
分
別
垢
之
所
二
三
染
如
蕊
無

　
　
　
趨
信
論
に
於
け
る
認
識
費
践
の
三
粗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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五
二

　
償
寳
在
垢
衣
中
入
桝
伽
経
、
集
一
切
法
品
）

こ
、
に
如
來
藏
を
清
浮
、
聖
賢
、
三
十
二
相
な
ざ
云
へ
る
は
、
宗
激
化
か
ら
來
た
表
現
で
、
鬼
子
的
に
見

る
…
場
合
に
は
除
か
ね
ば
な
ら
澱
。
　
こ
の
こ
ビ
は
後
で
更
に
説
明
す
る
。
　
兎
に
角
如
來
藏
な
る
・
概

念
が
心
理
的
入
声
的
で
あ
る
か
ら
衆
生
心
（
個
心
）
の
中
に
考
へ
る
こ
ご
が
出
覚
る
の
で
、
若
し
こ
れ

が
形
而
上
學
的
意
味
を
負
ふ
た
ま
＼
の
概
念
で
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
を
衆
生
心
の
中
に
考
へ
る
こ
ご

は
意
味
の
黒
黒
こ
な
る
で
あ
ら
う
。
郎
ち
同
じ
認
識
實
践
を
云
ふ
の
で
は
あ
る
け
れ
ざ
も
、
法
の

健
ご
し
て
見
る
場
合
と
、
「
認
識
す
る
こ
ご
」
こ
し
て
心
理
的
に
見
る
場
合
ε
は
明
か
に
匠
別
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
是
の
・
如
く
如
來
藏
…
を
心
理
的
な
概
念
ε
す
る
時
、
そ
こ
に
相
ε
用
ご
の
意
昧
が
現
は
れ
て
來
る
。

こ
れ
は
3
6
眞
如
を
形
而
上
學
的
な
意
味
に
於
て
禮
（
一
切
法
を
在
ら
し
め
て
居
る
も
の
）
ご
概
念
し

た
の
に
甥
し
、
如
來
藏
の
心
理
的
意
味
を
、
そ
の
禮
が
生
活
ビ
し
て
現
は
れ
た
こ
ご
、
し
て
云
っ
た

の
で
あ
る
。
　
即
ち
こ
切
法
に
於
て
の
實
践
」
を
こ
切
離
に
於
て
の
生
活
」
ご
し
て
主
観
的
に
見
た
の

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

で
あ
る
。
實
践
が
純
輝
に
形
而
上
質
的
意
昧
こ
し
て
見
ら
る
、
時
は
、
そ
は
只
』
切
の
法
を
撮
す
」

ビ
云
ふ
本
燈
的
意
昧
の
外
に
意
味
は
な
い
が
、
生
活
ご
し
て
人
格
的
心
理
的
に
な
る
ご
、
そ
の
生
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

の
状
態
（
相
）
ご
、
そ
の
生
活
の
は
穴
ら
き
（
用
）
ざ
云
ふ
意
味
が
田
て
家
る
の
で
あ
る
。
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一
者
騰
大
、
講
｝
切
法
眞
如
準
等
不
矯
減
磁
．

　
二
者
相
大
、
謂
如
來
藏
暴
足
無
量
性
功
蜜
蝋
、

　
三
者
用
大
、
能
生
　
一
切
世
間
出
世
間
善
因
果
一
面
．

箕
面
李
等
不
増
減
ご
は
事
實
的
意
昧
に
於
け
る
初
等
不
増
減
で
な
く
、
露
盤
の
超
概
念
を
現
は
す

忌
め
の
語
で
あ
る
。
叉
如
來
藏
を
無
量
功
徳
な
ど
説
い
た
の
は
前
に
述
べ
た
如
く
語
数
化
の
結

果
で
あ
る
。
　
　
騰
馬
個
人
的
な
意
味
の
認
識
生
活
一
般
の
概
念
は
、
そ
れ
が
妄
執
の
意
昧
を
負
ふ

て
居
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
畳
者
の
認
識
生
活
（
心
境
）
ご
相
命
じ
て
考
へ
．
こ
、
に
抽
象
的

心
理
的
の
如
來
藏
を
そ
の
ま
、
畳
者
の
性
徳
ご
見
倣
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
一
般
原
理

こ
し
て
の
認
識
生
活
ご
特
殊
の
認
識
生
活
の
如
露
ご
を
混
同
し
た
の
で
あ
る
。

　
用
ざ
は
出
歯
藏
の
心
理
的
意
昧
か
ら
、
そ
を
記
入
に
於
て
考
へ
一
1
一
現
實
的
に
は
個
人
の
経
験

以
外
に
如
來
藏
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
ら
　
　
こ
の
如
來
藏
か
ら
世
間
出
世
間
の
認
識
（
染
浮
の

認
識
）
が
現
は
れ
る
こ
ご
を
云
っ
た
の
で
あ
る
Q
即
ち
認
識
（
實
踵
）
は
万
古
の
二
方
向
に
移
行
す
る

も
の
で
あ
る
こ
ご
を
現
は
し
た
の
で
あ
る
。
但
し
文
に
善
因
果
ご
あ
る
は
、
特
に
修
法
に
就
い
て

の
み
云
っ
た
の
で
あ
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
　
　
超
信
論
に
於
け
る
認
識
實
践
の
三
翻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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五
四

　
以
上
の
意
昧
か
ら
如
野
遊
に
よ
っ
て
煩
悔
の
認
識
が
現
は
れ
る
ご
云
ふ
こ
ご
が
云
は
れ
得
る

の
で
あ
る
が
、
野
饗
論
に
嘗
て
、
そ
の
如
來
藏
を
如
來
の
性
功
徳
こ
し
て
清
地
界
恒
こ
し
た
か
ら
、
そ

は
自
然
本
膿
的
意
味
に
難
じ
」
純
粋
奪
心
理
的
意
味
ご
し
て
染
浮
に
於
て
興
り
行
く
本
來
の
意
味

を
そ
れ
か
ら
説
く
こ
ご
が
不
可
能
こ
な
っ
た
Q
そ
こ
で
，
こ
の
如
來
性
徳
ビ
し
て
本
町
化
さ
れ
た

如
來
藏
の
意
味
を
再
び
心
理
的
意
味
に
墾
へ
る
必
要
が
生
じ
、
こ
、
に
野
饗
を
合
せ
有
す
る
意
昧

の
概
念
帥
ち
阿
黎
耶
識
を
こ
れ
に
発
て
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
心
生
滅
者
、
依
二
如
來
藏
散
有
郡
山
滅
心
所
謂
不
生
不
滅
與
＝
生
滅
一
和
合
非
＝
非
レ
異
、
名
爲
二
阿
黎
耶
諏

實
を
云
ぶ
ご
、
阿
黎
耶
識
ご
は
阿
頼
耶
識
で
、
元
來
「
妄
執
の
認
識
實
践
」
を
現
は
し
た
語
で
あ
る
か
ら
、
．

こ
れ
か
ら
染
浄
の
認
識
の
移
行
を
説
く
こ
ご
は
不
合
理
な
の
で
あ
る
。
劔
、
心
生
滅
ご
は
生
滅
に

増
す
る
煩
幡
的
認
識
の
こ
ご
で
あ
り
、
不
生
不
滅
ご
は
膿
ご
し
て
の
認
識
實
践
郎
ち
逸
興
蕨
の
本

義
で
あ
る
。
　
不
生
不
滅
與
生
滅
和
舎
ご
あ
る
は
、
不
生
不
滅
、
生
滅
の
二
つ
の
概
念
か
ら
自
然
和
合

ご
云
ふ
語
を
用
ふ
る
に
至
っ
た
ま
で
い
、
そ
の
實
は
生
滅
心
も
如
來
藏
帥
ち
認
識
實
践
の
髄
を
離

れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
非
一
国
異
ご
殊
更
ら
弊
じ
て
あ
る
。
非
「
は
概
念
上

の
相
違
に
就
い
て
云
ひ
、
罪
異
は
認
識
實
践
こ
し
て
爾
者
は
別
な
も
の
で
な
い
こ
ご
を
現
は
し
穴

の
で
あ
る
。
次
に
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此
識
有
三
種
義
能
墾
一
切
法
生
当
切
信
州
云
愚
痴
レ
ニ
、
…
者
畳
義
、
二
者
不
念
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

ビ
し
て
、
阿
黎
耶
識
に
染
絹
の
二
種
の
認
識
の
あ
る
こ
ご
を
説
い
て
あ
る
が
、
概
の
方
は
、
昼
（
澤
）
の
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

識
に
隔
て
「
切
法
が
内
に
撮
…
せ
ら
れ
て
居
る
意
味
で
あ
り
、
生
の
方
は
、
不
畳
の
認
識
に
於
て
は
一

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

切
法
を
外
に
在
る
ご
湿
す
る
こ
ご
を
現
は
し
た
の
で
あ
る
。
何
故
に
こ
の
場
合
生
の
宇
を
用
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

た
か
ご
云
ふ
に
、
本
尊
一
切
法
は
認
識
實
践
内
に
在
る
の
を
、
執
着
に
よ
っ
て
、
外
の
物
ご
見
る
に
至

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
た
ご
こ
ろ
か
ら
、
甥
境
を
生
じ
た
ご
云
ふ
言
方
を
し
た
の
で
あ
る
。
で
、
こ
は
法
の
實
禮
を
生
じ

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

た
ε
云
ふ
意
味
で
な
く
、
樹
境
の
意
味
を
生
じ
た
こ
云
ふ
こ
ε
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
而
し
て
、
こ
の
畳
の
認
識
態
度
が
、
無
我
黍
等
の
心
的
状
態
に
於
て
一
切
法
を
そ
の
中
に
掘
し
て

居
る
こ
ご
は
、
前
の
心
眞
如
ご
意
味
は
異
っ
て
も
、
姿
は
同
じ
で
あ
る
ご
こ
ろ
か
ら
こ
の
心
的
状
態

の
こ
ご
を
法
身
ご
云
ふ
の
で
あ
る
。
師
ち
渋
（
こ
、
で
は
本
丁
的
意
味
）
ζ
し
て
の
興
如
ご
等
し
い

髄
験
ご
云
ふ
意
味
で
あ
る
。

　
罵
言
畳
義
者
、
謂
心
証
離
レ
念
、
離
念
相
者
等
二
虚
塞
界
h
無
レ
所
レ
不
レ
遍
、
法
界
一
相
、
帥
是
如
來
二
等
法
身

　
文
に
心
里
離
念
ご
あ
る
は
、
本
篇
ご
し
て
の
認
識
實
践
の
超
概
念
の
意
味
を
現
は
し
た
も
の
で
、

こ
の
超
概
念
の
一
相
を
以
て
如
來
李
等
法
身
ご
し
た
の
は
、
全
く
雨
者
を
同
一
に
見
π
こ
ご
を
現

は
も
て
居
る
。
こ
は
實
に
形
而
上
學
的
意
味
ε
心
理
學
的
意
味
ビ
を
混
同
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
越
僑
論
に
於
け
る
認
識
實
蹉
の
三
相
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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五
山
ハ

し
か
し
、
こ
の
混
同
に
は
そ
の
理
由
が
あ
ヴ
。
。
　
書
芸
・
心
二
二
の
本
騰
的
意
味
は
、
実
験
の
意
昧
ε
し

て
の
眞
如
か
ら
來
だ
も
の
で
、
眞
如
の
膿
験
盈
ち
法
身
の
三
昧
を
離
れ
て
本
禮
的
概
念
は
な
い
か

ら
で
あ
る
Q
又
、
是
の
如
く
豊
の
心
的
歌
態
ご
眞
如
の
本
禮
善
意
昧
ご
を
共
通
に
解
し
た
こ
こ
ろ

か
ら
、
こ
、
に
本
畳
ビ
云
ふ
暖
昧
な
概
念
も
現
は
れ
て
來
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
早

　
依
晶
此
法
身
一
説
名
永
畳
（
前
丈
の
績
き
）

帥
ち
歯
並
ご
は
豊
の
語
に
曾
て
心
的
献
言
（
法
身
）
を
現
は
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
幕
ち
本
然
、
本
來

ビ
云
ふ
意
味
の
語
に
因
っ
て
、
そ
れ
が
本
膿
的
な
意
味
（
心
眞
如
）
を
負
ふ
こ
ご
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
何
以
故
、
本
意
義
者
封
　
暴
論
ぞ
嚢
説
、
以
三
面
畳
者
帥
同
轟
本
轡
門
始
畳
義
者
依
二
本
蝿
一
虚
威
有
二
不
畳
ハ
依
木
魯
が

　
故
説
ハ
有
二
始
　
奨
叉
以
レ
畳
二
心
源
一
故
，
名
究
面
識
ハ
不
レ
塁
ふ
源
故
非
究
寛
蝿
一

　
文
に
本
立
義
者
樹
始
徳
義
説
ビ
あ
る
は
、
経
得
心
畳
（
畳
の
経
験
）
を
始
畳
ご
云
ふ
の
に
勢
し
て
本

禮
的
意
義
を
負
ふ
だ
畳
を
古
畳
ε
暖
く
、
と
云
ふ
意
味
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
下
に
的
始
畳
帥
同

歯
畳
ご
あ
る
は
、
「
畳
の
心
的
歌
態
を
本
式
ご
名
け
た
課
は
始
畳
即
ち
畳
の
経
験
ε
本
磯
的
な
箕
如

の
姿
ビ
が
同
じ
か
ら
だ
」
ご
云
ふ
意
味
を
含
め
た
も
の
で
こ
の
語
は
翁
島
故
の
直
ぐ
下
に
置
く
の

が
毒
心
で
あ
る
。
師
ち
前
の
文
を
受
け
て
、
先
づ
畳
の
経
験
ご
本
霜
融
翼
如
ご
同
じ
姿
で
あ
る
ε

こ
ろ
か
ら
、
こ
＼
に
法
身
を
本
盗
ご
名
く
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
ご
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
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て
本
式
の
意
味
が
解
っ
た
か
ら
、
次
に
そ
の
本
　
酷
な
る
虚
字
を
特
に
選
ぶ
に
至
っ
た
謬
を
説
い
て
，

本
畳
義
者
よ
）
以
下
本
畳
ご
始
畳
ご
の
關
係
的
意
味
に
及
ん
だ
の
て
あ
る
。
し
か
し
こ
の
關
係

的
意
味
を
現
は
し
た
文
も
語
法
が
混
観
し
て
解
し
難
い
黙
が
あ
る
か
ら
、
假
り
に
次
の
如
く
改
め

て
見
る
の
が
便
利
だ
ご
思
ふ
。

　
本
畳
義
者
醤
始
畳
義
説
、
依
本
藤
壷
而
有
不
畳
、
依
不
畳
故
説
有
始
畳

即
ち
「
本
畳
ご
は
始
畳
に
付
し
て
説
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
何
故
に
さ
う
し
た
語
を
重
畳
に
封
し
て

選
ん
だ
か
ご
云
ふ
に
、
元
來
始
畳
ご
は
不
畳
ご
云
ふ
こ
ε
が
あ
る
か
ら
説
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ

　
　
　
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

の
不
嫁
か
ら
始
面
高
ち
画
す
る
ご
云
ふ
経
験
が
現
は
れ
る
に
は
亀
不
離
の
ま
、
で
は
説
明
が
つ
か

ぬ
。
そ
こ
で
こ
の
不
畳
も
本
丸
は
虚
血
の
も
の
で
あ
る
こ
し
て
（
帥
ち
そ
の
間
に
本
畳
を
挾
む
こ

ε
に
於
て
）
不
畳
か
ら
始
畳
へ
の
連
絡
を
可
能
に
し
だ
の
で
あ
る
」
。

　
又
こ
、
に
「
不
畳
も
本
蜜
蝋
性
で
あ
る
」
こ
し
た
の
は
、
「
妄
執
認
識
も
本
來
は
認
識
實
践
に
外
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

漁
」
ビ
云
ふ
意
昧
で
、
師
ち
「
妄
執
の
認
識
面
上
」
…
阿
黎
耶
識
　
　
　
の
意
味
を
現
は
し
た
の
で
あ
る
○

生
滅
（
妄
執
〉
も
不
生
不
滅
（
認
識
實
践
）
ご
し
て
あ
る
こ
い
ふ
こ
ε
か
ら
畳
の
認
識
の
現
は
れ
る
可
能

を
説
明
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
で
重
畳
義
者
よ
り
以
下
説
無
始
畳
ま
で
の
解
鐸
を
絡
つ
淀
の
で
あ
る
が
、
そ
の
下
に
更
に

　
　
　
起
工
譲
に
始
け
る
認
識
賀
践
の
三
祁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
五
七
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立
憲
心
乱
故
名
究
寛
畳
と
云
ふ
語
を
附
し
て
あ
る
の
は
大
に
注
日
に
値
す
る
。
何
故
な
れ
ば
、
こ

れ
は
上
の
込
み
入
っ
た
説
明
を
簡
軍
に
云
ひ
換
へ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
帥
ち
「
本
畳
な
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

語
を
用
ひ
て
六
ヶ
敷
く
云
っ
た
も
の
、
、
始
畳
ご
は
帝
劇
塞
源
　
　
認
識
の
實
践
　
　
を
豊
知
す

る
こ
ε
で
、
究
寛
畳
の
こ
ご
を
云
っ
た
の
で
あ
る
」
ご
云
ふ
意
味
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
以
上
で
阿
黎
耶
識
か
ら
畳
の
認
識
の
現
は
れ
る
心
理
的
説
明
を
終
っ
た
か
ら
、
次
に
は
そ
の
實

践
的
方
面
に
就
い
て
述
べ
る
こ
ご
、
な
る
Q
之
が
随
宮
本
畳
の
思
想
で
あ
る
。

　
復
二
本
畳
随
レ
染
分
別
、
生
＝
二
種
墾
與
二
軸
本
畳
一
不
　
相
捨
離
ハ
云
何
爲
レ
ニ
、
一
者
智
浮
立
、
二
者
不
思
議
業

　
相
、
智
浮
柑
者
、
謂
依
二
法
力
薫
響
三
顧
レ
實
修
行
、
満
二
足
方
便
一
轍
、
破
二
和
合
識
相
ハ
滅
二
相
軸
心
相
嚇
顯
現
法
身
噛
智

　
淳
浮
故

こ
》
に
本
瓦
随
染
ご
あ
る
は
「
染
に
随
っ
て
の
本
畳
」
の
意
味
で
、
即
ち
「
染
に
就
い
て
云
ふ
認
識
實
践
」

一
妄
執
の
認
識
　
　
　
阿
黎
耶
識
の
意
味
で
あ
る
。
　
か
く
本
畳
を
阿
黎
耶
識
に
於
て
解
し
て
こ
そ
、

始
め
て
そ
れ
か
ら
畳
の
認
識
を
現
は
す
實
潮
上
の
説
明
が
可
能
こ
な
る
こ
ご
は
、
前
の
始
畳
の
心

理
的
説
明
ご
同
じ
で
あ
る
。
帥
ち
前
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
輿
彼
本
金
不
相
捨
離
ご
は
妄
執
認

識
も
本
館
ご
し
て
認
識
實
践
を
持
っ
て
居
る
ご
云
ふ
意
味
で
、
正
に
唯
識
三
十
頚
の
思
想
ご
同
じ
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に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

．
爾
こ
の
文
に
破
和
合
識
ご
あ
る
は
、
阿
黎
耶
識
に
於
け
る
執
着
を
離
し
て
、
認
識
の
實
践
に
住
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
へ

た
状
態
邸
ち
畳
の
認
識
ご
な
っ
た
面
面
を
云
っ
た
の
で
、
こ
れ
は
始
め
に
生
滅
與
不
生
不
滅
和
合

而
非
一
軸
異
ご
云
っ
た
船
霊
耶
識
の
説
明
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
相
績
心
相
ご
は
煩
悩
の
持

績
的
に
強
く
現
は
れ
て
薫
る
姿
を
云
ふ
の
で
あ
る
。
不
思
議
磁
歪
ご
は
畳
の
歯
磨
に
依
り
て
勝

妙
の
生
活
釈
態
（
無
量
功
徳
相
）
を
現
は
す
こ
ご
を
云
ふ
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
で
、
妄
執
の
認
識
實
践
か
ら
畳
の
現
は
れ
る
心
理
的
蓬
實
践
的
ε
の
二
つ
の
意
義
を
述
べ

絡
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
次
に
は
そ
の
畳
の
生
活
の
諸
徳
、
帥
ち
性
質
や
作
用
を
四
種
に
分
け
て
爆

げ
て
居
る
。

　
「
者
如
實
室
鏡
、
遠
離
一
切
心
境
界
相
州
無
　
法
論
∀
現
、
非
・
一
壁
照
義
一
故

　
こ
れ
は
費
境
の
認
識
（
執
着
の
認
識
）
を
滅
し
て
、
一
味
李
等
（
無
我
）
に
境
界
を
慮
る
こ
ご
を
述
べ
た

の
で
あ
る
。
　
こ
、
に
遠
離
一
切
心
境
界
面
ご
あ
る
の
を
見
る
ビ
、
如
何
に
も
存
在
の
世
界
を
離
れ

て
し
ま
ふ
や
う
に
思
は
れ
る
が
、
佛
敷
で
は
郵
便
に
よ
っ
て
生
す
る
封
境
（
膚
己
に
卑
し
て
見
る
境
〉

　
ヘ
　
へ

の
意
昧
を
離
れ
る
こ
ご
を
、
「
境
界
面
を
離
れ
る
」
ご
説
く
の
が
常
で
あ
る
。
但
し
こ
、
に
心
境
界
相

こ
し
て
境
界
相
に
心
の
．
字
を
冠
し
て
あ
る
の
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
Q
「
心
に
濃
し
て
見
る
境
界
」

　
　
　
超
信
論
に
於
け
ろ
認
識
實
蹉
の
三
相
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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折
口
思
ず
研
轟
先
　
第
百
七
轟
1
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
脈
○

ご
云
ふ
意
味
で
あ
ら
う
リ

　
ニ
者
因
薫
習
鏡
．
謂
如
脚
半
塞
、
一
切
世
間
境
界
悉
於
レ
中
現
、
不
レ
幽
不
レ
入
，
不
レ
失
不
レ
壊
常
住
一
心
、
以
之

　
切
法
即
翼
實
性
一
町
，
一
切
染
法
堂
レ
不
レ
染
、
智
膿
不
レ
動
，
具
＝
足
無
漏
薫
累
衆
生
…
故

前
に
は
遠
離
境
界
相
と
云
ふ
や
う
な
野
方
を
し
た
か
ら
そ
の
多
極
的
な
母
方
に
甥
し
て
の
誤
解

を
防
ぐ
爲
め
、
特
に
令
室
こ
し
て
積
極
的
に
そ
の
中
に
境
界
の
現
存
す
る
こ
ε
を
述
べ
ヤ
の
で
あ

る
。
　
こ
れ
は
勝
ち
法
身
の
意
味
で
あ
る
。
不
出
不
入
ご
は
暫
學
的
な
意
味
で
、
豊
の
認
識
の
徳
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

を
説
く
今
の
場
合
に
は
不
適
當
な
語
で
あ
る
Q
不
幽
ご
は
本
不
生
ご
同
じ
意
味
で
、
一
切
法
が
認

　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

識
の
實
践
に
於
て
在
る
は
、
そ
が
實
践
か
ら
生
じ
た
こ
云
ふ
形
而
上
學
的
唯
心
論
的
な
意
昧
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

な
く
、
唯
、
物
の
存
在
を
見
る
實
践
に
於
て
如
實
起
讃
し
た
こ
ご
で
あ
る
、
ご
云
ふ
意
昧
を
述
べ
た
の

で
め
る
。
師
ち
事
物
の
存
在
す
る
所
以
は
、
何
物
か
ら
も
生
じ
て
在
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
膿
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

在
ご
し
て
、
見
ら
る
、
ま
、
に
在
る
の
み
で
あ
る
こ
ご
を
現
は
し
π
の
で
あ
る
。
不
入
ご
は
外
か

ら
入
っ
て
來
た
も
の
で
も
な
い
ご
云
ふ
こ
ご
で
、
こ
は
認
識
の
實
践
に
内
外
を
考
へ
る
こ
ゼ
の
禺

來
な
い
ご
こ
ろ
か
ら
見
て
凝
然
の
語
で
あ
る
。
　
又
、
不
失
不
壊
常
住
一
心
ご
は
認
識
實
践
が
實
膿

で
な
い
こ
こ
、
う
か
ら
、
實
膿
の
通
有
性
で
あ
る
杯
盤
無
常
等
を
之
に
錦
す
る
こ
ご
は
出
來
な
じ

ご
云
ふ
意
昧
で
あ
る
。
　
即
ち
元
來
否
定
的
な
意
味
で
の
み
現
は
す
べ
き
ご
こ
ろ
を
、
客
冬
の
積
極
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的
な
云
ひ
方
を
し
た
の
は
宗
敦
化
か
ら
來
た
形
而
上
學
雑
業
在
思
想
の
現
は
れ
で
あ
る
。
但
し

「
切
染
法
曽
不
能
染
ご
あ
る
語
は
こ
う
で
あ
ら
う
。
成
程
認
識
實
践
で
實
騰
で
は
な
い
か
ら
、
そ

れ
を
即
す
る
ご
云
ふ
こ
ご
は
云
へ
な
い
謬
で
あ
る
が
、
か
く
物
理
的
に
考
へ
す
、
無
我
の
認
識
を
染

し
て
妄
軌
の
認
識
に
す
る
ご
云
ふ
こ
ご
な
ら
云
へ
る
で
め
ら
う
。
畳
の
境
地
も
畢
覧
｝
の
認
識

態
度
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
は
心
理
的
に
見
て
馬
歯
不
興
ご
云
ふ
こ
ご
は
出
來
な
い
。
智
膿
不
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
は
認
識
が
物
に
軌
せ
す
、
實
践
の
立
場
に
立
つ
時
、
實
践
の
室
に
於
て
、
動
ご
云
ふ
こ
ご
の
な
い
の

を
云
っ
た
の
で
あ
る
。
師
ち
こ
の
認
識
に
は
所
期
の
な
い
こ
ご
を
現
は
し
た
の
で
あ
る
。

　
三
者
法
出
離
鏡
．
謂
不
室
法
、
出
＝
煩
矯
碍
智
碍
㎝
離
＝
和
合
相
田
淳
浮
野
故

　
四
者
縁
蕪
習
鏡
、
謂
依
一
法
串
離
一
撃
偏
照
一
衆
生
専
心
ハ
倉
レ
修
善
根
薩
レ
念
示
現
故

こ
の
二
は
執
着
を
去
っ
た
智
の
浮
彫
な
る
こ
ご
、
、
そ
の
働
の
偏
愛
な
く
李
等
に
し
て
且
つ
慮
在

な
る
こ
宅
を
述
べ
た
の
で
あ
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
五

　
次
に
は
不
畳
の
説
明
に
移
る
の
で
あ
る
が
、
阿
黎
耶
識
が
妄
執
の
認
識
實
践
の
隠
亡
で
あ
る
以

上
、
そ
こ
か
ら
，
畳
の
認
識
の
現
は
れ
る
の
を
説
く
の
は
、
そ
こ
に
説
か
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
が
あ
る
が
、
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
こ
か
ら
層
畳
の
認
識
の
現
は
れ
る
こ
ご
を
説
明
す
る
こ
ご
は
意
味
を
成
さ
ぬ
。
故
に
唯
識
三

　
　
　
越
信
弘
湘
に
於
け
ろ
湖
ゆ
識
曾
設
饒
の
三
湘
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
ハ
一
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哲
墨
・
研
究
　
第
百
牌
・
七
十
・
｝
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
糟
詩

思
碩
に
於
て
は
こ
の
識
を
五
流
の
如
し
ご
し
て
、
そ
こ
に
現
は
れ
る
妄
執
認
識
の
諸
相
を
叙
述
的

に
記
し
て
あ
る
の
み
で
あ
る
。
起
信
論
に
於
て
も
當
に
こ
れ
と
同
様
の
態
度
に
幽
づ
べ
き
で
あ
概

る
。
こ
こ
ろ
が
起
二
二
は
本
禮
的
意
味
形
而
上
學
的
ご
心
理
學
的
ご
の
）
を
表
面
に
現
は
し
そ
れ

を
層
雲
、
如
來
藏
こ
し
た
の
み
な
ら
す
、
こ
れ
等
の
本
騰
的
三
昧
を
法
身
ご
同
一
視
し
て
清
習
性
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

見
た
か
ら
、
こ
の
本
書
的
清
浄
を
自
騰
ご
す
る
識
か
ら
妄
執
の
認
識
を
説
く
こ
ご
が
極
め
て
困
難

な
る
問
題
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
Q
し
か
し
、
本
來
か
ら
云
ふ
ご
、
本
禮
憶
意
昧
を
別
に
箕
如
、
如
來
藏

で
現
は
し
た
以
上
、
阿
黎
耶
識
は
純
粋
に
妄
執
の
心
理
的
意
識
の
み
こ
な
っ
て
、
随
っ
て
こ
の
識
に

於
て
妄
執
認
識
の
諸
相
を
説
く
こ
ざ
は
極
め
て
當
然
の
こ
ご
な
の
で
あ
る
。
唯
起
信
認
で
本
禮

的
抽
象
ご
心
理
的
叙
述
ご
の
鷲
別
を
明
瞭
に
し
な
か
っ
た
誉
め
、
本
膿
的
三
昧
に
於
て
の
問
題
が

妄
執
認
識
を
記
述
す
る
場
合
に
も
現
は
れ
る
こ
ご
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
清
浄
な
る
自

膿
か
ら
妄
執
を
引
出
す
ご
云
ふ
こ
ε
は
論
理
上
出
來
得
る
筈
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
起
信

命
こ
の
も

昌
＝
”
　
董

　
何
警
急
是
立
野
レ
本
営
來
、
膚
性
清
里
而
有
　
無
皿
震
…
無
籍
所
レ
染
、
賓
真
寸
心
錐
レ
有
＝
染
心
「
異
常
恒
不
墾
、

　
是
故
此
義
唯
佛
能
知

こ
れ
は
黒
総
矛
盾
を
そ
の
ま
、
現
は
し
た
ま
で
や
あ
る
。
但
し
こ
、
に
唯
三
章
知
ご
あ
る
は
、
佛
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の
み
が
こ
の
概
念
上
の
勝
事
の
解
決
を
知
っ
て
居
る
ε
云
ふ
意
昧
で
は
な
く
、
「
概
念
の
思
惟
で
は

ざ
こ
ま
で
も
矛
盾
で
あ
る
が
、
騰
験
の
上
に
は
よ
く
解
っ
て
居
る
こ
と
だ
」
ご
云
ふ
意
昧
な
の
で
あ

る
。
何
故
な
れ
ば
、
本
膿
（
心
理
的
）
ご
無
明
ご
の
費
立
的
問
題
は
、
概
念
の
上
の
み
の
こ
だ
で
、
膿
験
に

於
て
は
、
認
識
實
践
が
浮
（
無
我
の
認
識
）
よ
り
染
（
妄
執
の
認
識
）
に
移
わ
、
叉
反
響
に
染
よ
う
浄
に
移
る

ε
云
ふ
こ
ご
は
自
明
の
心
理
的
事
書
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
う
し
π
意
味
に
於
て
、
佛
敢
は
概
念
の

上
に
は
解
く
こ
ビ
の
出
來
な
い
や
う
な
問
題
を
幾
多
持
っ
て
居
た
ご
は
錐
も
、
敢
て
そ
れ
を
重
大

覗
せ
す
、
結
局
論
議
の
遊
戯
に
過
ぎ
な
い
ご
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
學
ご
し
て
“
な
く
實
践

敷
こ
し
て
の
特
色
で
あ
る
Q
彼
の
ス
ト
ア
や
フ
ィ
ヒ
プ
の
思
想
に
於
て
も
同
様
の
矛
盾
に
於
て

非
難
さ
れ
て
居
た
の
で
あ
る
が
、
そ
は
思
想
を
唯
概
念
に
於
て
の
み
見
ん
こ
す
る
哲
二
者
の
非
難

で
、
膿
験
者
た
る
當
事
者
に
は
決
し
て
問
題
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
　
こ
、
に
哲
學
は
他
の
學

ビ
異
っ
た
面
目
を
有
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
尚
起
立
論
は
こ
の
清
浄
の
本
地
に
二
等
の
現
は
れ
る
こ
と
を
心
理
的
方
面
か
ら
左
の
如
く
も

説
い
て
居
る
。

　
所
謂
、
心
性
常
無
レ
念
。
隠
名
爲
＝
不
墾
ハ
以
レ
不
レ
影
野
法
嬰
故
、
心
不
二
相
癒
ハ
忽
然
念
起
、
名
爲
　
無
調

こ
、
に
心
性
ご
あ
る
は
元
來
は
認
識
掌
記
一
般
の
意
味
で
、
随
っ
て
具
劇
的
に
は
そ
れ
が
染
ご
浮

　
　
　
起
信
論
に
於
け
る
認
識
貧
践
の
三
相
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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門
門
硯
究
　
　
餓
瓢
臼
七
十
・
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
租
四

の
二
方
向
を
有
す
る
こ
ご
は
當
然
で
あ
る
の
を
、
矢
張
り
こ
の
場
合
に
も
始
め
か
ら
無
念
即
ち
豊

性
を
そ
の
本
來
の
性
ご
し
た
か
ら
こ
の
無
念
の
清
浮
性
か
ら
無
明
の
起
る
こ
ご
を
忽
然
ε
云
ふ

よ
り
仕
方
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
心
理
的
説
明
に
は
前
の
心
理
的
本
膿
的
説
明

程
の
不
合
理
が
無
い
ビ
云
ふ
こ
ご
に
も
注
意
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
繹
は
無
我
の
認
識
か

ら
妄
執
の
認
識
に
移
る
ご
云
ふ
こ
ご
は
事
實
に
於
て
忽
然
ご
云
へ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
へ
ば
吾

人
が
無
心
に
花
を
見
て
居
る
駿
態
か
ら
、
急
に
そ
の
花
が
欲
し
く
な
っ
て
そ
れ
を
折
ら
ん
こ
す
る

心
の
起
る
こ
ε
は
全
く
衝
動
の
突
狡
で
、
所
謂
る
忽
然
念
起
で
あ
る
。
唯
起
徳
論
の
語
が
前
の
本

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

膿
的
意
味
を
受
け
て
、
常
無
念
こ
か
不
幸
ε
か
云
ふ
語
を
用
ひ
、
畳
性
（
無
念
）
を
心
の
本
然
性
こ
し
淀

か
ら
問
題
ご
な
る
の
で
あ
る
Q
こ
は
正
に
性
善
説
の
意
味
を
現
は
し
た
も
の
で
あ
る
。
又
、
以
不

達
一
法
界
ご
云
ふ
こ
ご
は
、
妄
執
認
識
の
状
態
に
在
る
も
の
に
減
し
て
始
め
て
云
は
る
べ
き
こ
ご

で
、
本
來
無
念
の
心
性
に
於
て
は
、
そ
の
や
う
な
達
公
達
の
問
題
は
無
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
如
く
起
信
論
で
は
無
明
言
誤
の
説
明
に
行
詰
つ
だ
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
膿
験
の
上
に

は
よ
く
そ
の
義
を
蓮
曉
し
て
居
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
膿
下
智
か
ら
別
に
甚
だ
徹
底
し
た
説
明

の
仕
方
を
現
は
し
元
こ
ε
を
見
逃
し
て
は
な
ら
漁
。

　
所
μ
言
不
知
義
者
、
盤
面
三
如
レ
實
面
一
眞
如
法
一
一
故
、
不
畳
2
5
暑
熱
真
諦
ハ
念
無
二
自
暴
曲
面
レ
離
二
本
畳
「
猶
如
下
迷
人
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依
レ
方
故
迷
、
若
離
　
於
方
動
無
下
有
レ
迷
、
衆
生
亦
爾
、
依
レ
卍
繋
迷
，
若
離
麗
準
則
無
下
不
攣

　
以
ノ
有
二
不
豊
妄
想
心
一
故
，
能
知
　
名
義
ハ
爲
説
盈
ハ
畳
n
若
離
二
不
畳
漫
心
嚇
則
無
漏
ハ
畳
自
相
可
γ
説

　
毒
血
の
妄
念
と
雄
も
さ
う
し
た
宮
の
定
相
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
油
墨
認
識
實
践
に
外
な

ら
ぬ
。
こ
、
に
畢
げ
た
本
畳
の
意
味
は
心
理
的
意
昧
の
禮
こ
し
て
の
概
念
を
現
は
し
た
も
の
で
、

帥
ち
認
識
實
践
の
一
般
的
概
念
で
．
清
浮
恒
常
の
血
腫
は
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
認
識
實

践
一
般
の
意
昧
か
ら
云
へ
ば
、
そ
れ
に
染
浮
の
総
別
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
（
妄
念
も
認
識
實
賎
な

れ
ば
畳
も
認
識
巌
々
で
あ
る
）
、
こ
の
實
践
の
立
場
か
ら
云
ふ
時
は
、
染
も
染
の
ま
、
面
罵
の
性
で
あ

り
、
浮
も
浮
の
ま
、
同
じ
く
實
践
の
性
で
あ
る
ご
云
ふ
こ
ご
に
な
る
Q
換
言
す
れ
ば
、
善
も
生
活
な

れ
ば
、
悪
も
生
活
で
あ
る
Q
而
し
て
畳
ご
は
こ
の
實
践
師
ち
生
活
の
立
場
に
自
己
を
置
い
た
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
立
場
か
ら
云
ふ
時
に
は
、
そ
こ
に
は
最
早
や
畳
ビ
不
畳
の
別
は
無
い
諜
で
あ
る
。

畳
ε
不
畳
を
相
聴
し
て
概
念
す
る
の
は
畢
覧
未
だ
畳
ら
ざ
る
者
の
立
場
（
飾
ち
差
別
に
執
し
淀
立

場
）
に
於
て
の
こ
ご
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
丁
度
方
角
が
あ
る
か
ら
方
角
に
迷
ふ
の
で
、
全
然
方
角
が
無

け
れ
ば
方
角
に
迷
ふ
ご
云
ふ
こ
ご
も
な
い
の
ご
同
じ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
の
面
諭
か
ら
の
説
明
は
、
認
識
實
践
が
實
賎
こ
し
て
、
浮
に
も
染
に
も
通
す
る
こ
ご
の
意
味
を

よ
く
現
は
し
だ
も
の
で
、
趣
き
の
概
念
上
の
矛
盾
を
明
確
に
梯
立
し
去
つ
淀
も
の
ε
云
っ
て
よ
い
。

　
　
　
翼
端
論
に
於
け
ろ
認
識
實
踵
の
三
稠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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幽
思
Ψ
研
究
」
第
「
百
七
よ
一
一
甑
獅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

而
し
て
叉
こ
の
説
明
こ
そ
は
大
乗
佛
激
の
究
極
の
思
想
を
現
は
↓
π
も
の
で
、
大
乗
佛
激
の
精
紳

を
知
ら
ん
ご
欲
す
る
濤
は
必
ず
こ
、
に
理
解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
元
來
豊
丸
の
氷
」
旨
は
迷
妄
の
認
識
を
脱
し
て
無
爲
自
然
の
認
識
を
警
得
す
る
こ
ε
に
あ
っ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
の
哲
量
的
思
惟
の
獲
展
ご
共
に
、
實
践
の
原
理
に
着
眼
し
、
逡
に
皇
儲
も
そ
の
ま
、

實
践
の
法
性
で
あ
る
ご
云
ふ
．
所
謂
る
煩
幡
郎
菩
提
の
思
想
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
思
想

は
，
既
に
般
若
の
思
想
の
中
薫
量
見
議
す
こ
ε
が
出
留
る
が
、
最
も
自
豊
的
に
呈
し
く
な
っ
た
の
は

藤
宗
に
於
て
や
あ
る
。
是
心
嚢
佛
、
李
常
心
書
道
の
如
き
語
は
こ
の
清
息
を
よ
く
物
語
っ
て
居
る
。

論
に
も
更
に
こ
の
意
味
を

　
是
故
修
多
羅
中
、
精
一
於
此
面
ハ
忠
義
｝
故
、
説
　
二
切
衆
生
本
來
常
住
入
一
聯
浬
般
避
菩
提
之
法
．
雰
品
可
レ
修
相
∵
非
ユ

　
可
レ
作
相
h
回
覧
無
得

ご
云
ふ
如
き
徹
底
し
た
云
方
に
於
て
も
現
は
し
て
居
る
Q

　
し
か
し
、
こ
の
染
浮
畳
不
語
を
無
差
別
に
見
る
の
は
、
實
践
即
ち
室
の
意
味
に
於
て
の
こ
と
で
、
詰

り
染
浮
畳
不
畳
の
償
値
的
認
識
を
そ
の
ま
、
に
し
て
の
こ
ご
で
あ
る
か
ら
ご
、
に
眞
如
の
同
相

ご
鼠
ハ
如
の
異
ハ
相
ご
を
説
い
て
居
る
。

　
籾
．
阿
蘇
耶
識
が
諸
種
の
妄
執
認
識
の
相
を
現
は
し
て
來
る
意
味
が
解
れ
ば
、
次
に
は
起
信
論
に



　
於
て
そ
の
心
理
的
叙
蓮
が
ご
ん
な
風
に
な
さ
れ
て
あ
る
か
や
問
題
ご
な
る
。
六
二
こ
の
妄
執
認
．

　
識
の
心
理
的
叙
述
は
原
始
佛
激
に
於
け
る
十
二
六
畜
に
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
登
展
（
？
）

　
し
た
姿
こ
し
て
は
、
唯
識
に
於
け
る
頼
耶
縁
起
こ
ご
の
旭
信
論
の
繰
趙
説
ご
で
あ
る
Q
而
し
て
こ

　
れ
等
の
三
者
は
夫
々
皆
特
長
を
有
し
て
居
て
一
機
に
見
る
こ
ご
は
出
來
ぬ
が
、
形
而
上
學
的
意
昧

　
の
有
無
に
就
い
て
の
み
云
ふ
時
は
、
十
二
縁
起
ビ
起
信
論
の
縁
起
ご
に
は
こ
の
意
味
が
無
く
、
頼
耶

　
縁
趨
に
だ
け
こ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
居
る
。
そ
の
鐸
は
、
十
二
縁
起
に
は
未
だ
形
而
上
學
的
穿
義

　
が
現
．
は
れ
て
居
な
か
つ
淀
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
輩
に
心
理
的
意
昧
に
止
っ
て
居
た
こ
ご
は
當

　
然
で
あ
る
が
、
頼
男
縁
趣
は
形
而
上
學
的
意
義
を
分
離
せ
す
、
即
ち
濁
立
に
説
か
す
、
妄
執
の
認
識
實

　
践
を
説
く
中
に
含
め
て
説
い
た
か
ら
、
そ
こ
に
心
理
的
並
に
二
面
上
學
的
の
複
了
し
た
思
想
こ
な

　
つ
た
の
で
あ
る
Q
又
超
信
論
に
於
て
は
、
形
而
上
學
的
及
び
心
理
學
的
の
本
誌
こ
し
て
の
意
味
を

　
分
離
し
て
別
に
心
眞
如
、
如
來
藏
ε
し
て
説
い
た
爲
め
、
妄
執
認
識
は
唯
記
述
的
に
の
み
扱
は
る
、

　
こ
ε
に
な
っ
た
ご
云
ふ
こ
ご
は
既
に
述
べ
だ
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
　
然
ら
ば
起
信
論
で
は
こ
う
云
ふ
風
に
こ
の
妄
執
認
識
の
楼
展
を
見
た
か
ご
云
ふ
に
、
先
づ
初
め

鵬
　
に
妄
執
認
識
を
三
ッ
の
方
面
（
三
種
霜
）
に
分
け
て
説
い
て
居
る
。

　
　
　
　
　
飛
信
爪
綱
に
於
け
る
認
識
鰹
ハ
践
の
三
粗
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
賊
七
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哲
風
争
研
究
　
　
第
｝
日
・
七
十
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
八

　
一
、
無
明
業
相
　
二
、
能
見
相
　
三
、
境
界
相

無
明
事
相
ε
は
妄
執
認
識
の
根
源
を
指
し
た
も
の
で
、
卸
ち
欲
求
の
衝
動
を
云
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
衝
動
が
超
っ
て
こ
～
に
事
物
に
執
着
す
る
認
識
が
現
は
れ
る
の
で
あ
る
。

　
一
者
無
明
業
相
、
以
レ
依
　
黒
田
一
故
心
皮
、
名
爲
レ
業
、
豊
則
不
レ
動
、
動
則
有
レ
苦
、
果
不
レ
離
国
故

二
の
語
義
は
良
ら
明
か
で
あ
る
が
、
果
不
離
因
ビ
云
ふ
こ
と
だ
け
は
一
寸
説
明
を
要
す
る
。
欲
求

の
起
る
の
を
因
ご
し
、
苦
を
果
ご
す
る
時
、
こ
の
因
果
關
係
は
因
が
黒
き
に
あ
っ
て
、
そ
の
因
が
滅
し

て
果
が
現
は
れ
る
の
で
な
く
、
欲
求
の
起
つ
た
こ
こ
ろ
が
帥
ち
執
着
で
苦
の
現
は
れ
た
こ
こ
ろ
で

あ
る
。
帥
ち
因
ご
果
ε
は
同
時
同
仁
で
あ
る
。
故
に
果
不
離
因
と
云
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
能
見
相
ε
は
、
欲
求
の
衝
動
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
當
然
何
物
か
に
甚
し
て
働
い
て
居
る
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

随
っ
て
そ
こ
に
そ
の
物
を
見
る
と
云
ふ
能
働
が
あ
る
。
　
こ
れ
が
能
見
相
で
あ
る
。

　
二
者
能
見
相
．
以
レ
依
レ
動
故
能
見
、
不
レ
動
則
無
レ
見

　
三
の
境
界
相
ε
は
、
そ
の
能
働
（
能
見
）
は
必
然
に
何
物
か
に
野
し
て
在
る
の
で
、
潮
境
を
離
れ
て
能

働
は
な
い
。
畢
寛
能
見
こ
境
界
ご
は
認
識
實
践
の
二
方
面
で
あ
る
。

　
次
に
は
境
界
に
封
ず
る
主
槻
の
駿
態
（
諸
相
〉
を
述
べ
て
六
種
ビ
し
て
居
る
。
前
の
は
妄
執
認
識

を
そ
の
構
成
要
素
起
於
て
説
い
π
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
認
識
に
於
け
る
主
槻
酌
状
態
を
そ
の
牲
’
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情
ご
形
式
ご
に
見
た
の
で
あ
・
9
但
し
こ
・
に
主
観
ε
云
ふ
も
客
掘
に
暫
し
て
鷺
ぴ
腱
津
主

槻
の
概
念
で
は
な
く
、
認
識
の
具
膿
的
経
験
に
於
て
の
能
働
的
膿
駿
面
を
指
す
の
で
あ
る
。
故
に

こ
の
主
槻
の
駿
態
は
境
界
を
離
れ
て
は
説
か
る
べ
き
で
な
い
。

　
「
者
智
相
、
依
二
於
境
界
一
心
起
、
分
＝
別
愛
輿
二
不
愛
故

　
二
者
相
績
相
，
依
二
於
智
一
故
、
生
蝋
ハ
苦
樂
畳
一
心
剋
レ
郵
相
癒
不
レ
断
雲

　
三
者
執
取
相
、
依
瓢
於
相
績
ハ
縁
二
念
境
界
山
住
二
持
苦
樂
芯
趨
レ
着
帯

　
四
者
計
名
字
相
、
依
於
妄
郵
分
＝
別
假
名
言
夢
想

　
五
者
超
業
相
、
依
二
於
名
宇
h
尋
レ
名
取
レ
着
、
造
晶
種
々
業
蔽

　
山
ハ
者
業
一
繋
苦
’
相
、
…
以
三
依
〆
業
受
レ
果
不
租
日
在
～
故
一

　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

こ
の
面
前
三
者
は
妄
執
の
戚
性
的
認
識
を
知
情
意
の
三
ッ
の
方
面
か
ら
説
い
た
も
の
で
あ
り
、
後

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

三
者
は
妄
執
の
概
念
的
思
惟
に
就
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　
爾
こ
、
で
少
し
く
説
明
す
べ
き
こ
ご
は
、
第
六
に
あ
る
業
ご
果
こ
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
所

謂
る
異
熟
の
思
想
の
本
來
の
意
昧
で
、
業
即
ち
執
着
（
慾
）
に
因
り
句
選
の
果
（
快
不
快
）
を
生
す
る
こ
ご

を
心
理
的
に
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
ご
は
前
の
三
種
相
の
第
桶
の
動
則
有

苦
と
あ
る
語
で
も
知
る
こ
ご
が
出
來
る
。
然
ら
ば
之
を
何
故
に
異
熟
ご
諭
す
る
に
至
っ
た
か
ε

　
　
　
記
一
信
論
に
於
ゆ
り
る
珈
恥
識
｛
賃
磯
眺
の
三
和
脚
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
九
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哲
學
研
究
　
第
百
七
十
｝
號
　
　
　
囁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

云
ふ
に
、
そ
れ
は
業
を
倫
理
的
（
修
道
を
妨
げ
る
意
味
で
）
に
不
善
ε
し
、
そ
の
不
善
の
因
か
ら
無
記
の

苦
果
を
生
じ
た
こ
云
ふ
の
で
、
果
が
因
に
異
っ
て
熟
し
た
　
　
師
ち
二
二
ご
質
し
た
の
で
あ
る
つ

異
雲
足
論
懇
七
に
も
「
有
損
害
の
身
語
意
の
行
を
造
り
積
尽
す
れ
ば
、
有
損
害
の
世
間
に
生
じ
、
有
損

害
の
鰯
受
を
受
け
る
」
こ
ご
を
説
い
て
あ
る
（
國
謬
一
切
経
、
砒
曇
部
…
）
o
但
し
こ
、
に
「
世
間
に
生
す
」

ご
説
い
て
あ
る
の
を
文
宇
通
り
に
解
す
れ
ば
、
從
來
の
傳
統
的
な
解
鐸
の
如
く
王
徳
的
輪
廻
の
意

味
に
も
取
れ
る
が
、
佛
激
で
世
間
ε
云
ふ
場
合
は
「
有
爲
の
世
界
あ
意
味
で
、
「
執
着
が
あ
れ
ば
野
立
の

　
　
　
ヘ
　
へ

歯
界
を
戚
得
す
る
」
こ
ざ
を
「
世
間
に
生
す
」
ビ
云
ふ
の
で
あ
る
○
故
に
こ
の
場
合
の
生
す
る
は
、
事
實

の
出
生
で
な
く
、
無
爲
の
認
識
か
ら
有
験
の
認
識
に
移
っ
た
こ
ご
に
外
な
ら
兎
の
で
あ
る
○
前
の

三
種
相
の
第
触
に
果
不
離
因
ご
説
い
て
あ
っ
た
の
も
こ
の
意
味
の
業
苦
を
謡
い
だ
の
で
あ
る
。

　
以
上
で
三
種
相
ご
六
種
相
の
意
味
を
説
蹴
七
絡
つ
た
の
で
あ
る
が
、
之
は
軍
に
認
識
の
静
的
，
心

理
的
分
析
的
見
方
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
更
に
進
ん
で
、
さ
う
し
た
妄
執
認
識
は
如
何
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

因
縁
に
曾
て
現
は
れ
た
か
ご
云
ふ
狡
生
的
（
動
的
）
意
昧
を
説
い
た
の
が
生
滅
の
因
縁
ご
し
て
の
意

　
ヘ
　
　
へ

こ
意
識
で
あ
る
。

　
野
次
生
滅
因
緑
者
、
所
謂
衆
生
依
レ
心
意
、
意
識
野
故
、
此
翠
煙
簿
，
以
レ
依
陶
黎
耶
識
｝
説
レ
有
“
世
帯
嚇
不
蝿
禰

　
剋
擁
見
、
能
現
、
能
取
境
界
起
レ
念
相
績
故
説
爲
レ
意
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師
ち
妄
執
認
識
の
輪
生
す
る
諜
は
、
衆
生
の
心
が
出
演
耶
識
こ
し
て
無
明
帥
ち
執
着
を
超
す
か
ら

だ
ご
云
ふ
の
で
あ
る
。
而
し
て
か
う
し
て
越
つ
た
妄
執
認
識
は
意
、
意
識
ご
轄
じ
て
行
く
の
で
あ

る
。
こ
の
意
、
意
識
の
血
忌
は
前
の
三
種
相
、
六
種
相
を
少
し
語
を
添
へ
て
轟
現
し
た
も
の
t
外
な

ら
な
い
。
唯
静
的
に
見
た
も
の
を
動
的
な
性
質
こ
し
て
見
直
し
だ
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
こ
、
に
云
ふ
意
ご
意
識
こ
の
匠
別
は
唯
識
思
想
の
場
合
の
如
き
心
理
四
恩
に
明
瞭
な
優

別
を
持
っ
た
概
念
で
な
く
唯
妄
執
の
玉
壷
に
よ
っ
て
名
を
別
に
し
た
ま
で
や
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
七

　
劔
、
前
の
三
種
相
、
六
種
相
は
軍
に
心
理
的
分
析
で
あ
っ
た
か
ら
、
む
こ
に
は
甥
境
（
前
馬
）
に
就
い
て

の
問
題
は
趨
ら
な
か
つ
淀
が
、
認
識
實
躁
を
登
生
的
に
説
く
場
合
に
は
、
圭
槻
醤
客
親
」
こ
し
て
の
實

践
の
出
現
を
説
く
の
で
あ
る
か
ら
、
勢
ひ
客
凱
の
田
鼠
ご
云
ふ
こ
ご
も
關
心
事
ご
な
る
謬
で
あ
る
Q

そ
こ
で
論
に
就
い
て
見
て
も
、
心
理
的
分
析
の
説
明
の
ε
こ
ろ
で
は
、
主
槻
だ
け
を
能
働
的
に
見
て

能
見
ε
し
、
客
槻
は
之
を
以
依
能
見
故
境
界
翠
嵐
、
離
見
無
境
界
ε
し
て
、
軍
に
蒐
」
に
於
て
現
は
さ
れ

　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
、
　
　
、

た
も
の
ご
し
か
見
て
居
ら
澱
が
、
生
滅
因
緑
を
説
く
こ
こ
ろ
で
は
、
能
見
、
能
現
ε
謝
し
て
、
見
を
も
境

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

を
も
土
倉
に
輪
西
的
に
説
い
て
あ
る
。
之
は
明
か
に
雨
者
共
實
践
に
於
て
當
爲
的
に
相
落
し
て
現
，

は
れ
た
・
こ
ご
を
意
味
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
こ
、
に
再
び
形
而
上
學
的
意
味
が
現
は
れ
て
來
る
。

　
　
　
起
儒
論
に
於
け
る
認
識
實
蹉
の
三
相
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一



　
　
　
　
　
哲
學
研
究
第
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號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

鵬
　
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
形
而
上
學
的
意
昧
は
、
眞
如
の
意
昧
と
は
そ
の
性
質
を
異
に
し
て
居
る
こ
ご

　
を
注
意
せ
な
け
れ
ば
な
ら
澱
。
心
眞
如
の
場
合
は
純
粋
に
存
在
の
形
而
上
學
的
意
味
で
あ
っ
た
「

　
が
、
こ
の
場
合
は
妄
執
認
識
を
説
く
の
が
圭
意
で
あ
る
か
ら
、
存
在
の
形
而
上
學
熱
意
昧
を
表
面
に

　
現
は
す
こ
ビ
は
出
來
な
い
。
唯
「
妄
執
さ
れ
た
心
境
」
ご
云
ふ
心
理
的
意
義
の
中
に
内
含
的
に
解
さ

　
れ
た
に
過
ぎ
な
い
〇

　
　
一
睡
、
魔
境
を
見
る
場
合
も
、
純
智
的
に
存
在
を
考
ふ
る
場
合
も
、
實
在
ビ
云
ふ
細
腰
か
ら
云
へ
ば
、

　
同
じ
こ
ご
で
あ
る
が
、
佛
教
で
は
解
脱
の
心
境
即
ち
察
の
立
場
に
於
て
並
在
の
形
而
上
學
的
意
昧

　
を
現
は
し
淀
も
の
で
あ
る
か
ら
、
甥
境
ご
云
ふ
場
倉
に
は
心
理
的
の
意
味
を
主
ご
し
て
用
ひ
る
こ

　
ご
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
然
ら
ば
、
調
境
の
意
味
を
如
何
に
心
理
的
に
取
扱
つ
た
か
ご
云
ふ
に
、
實
在
の
形
而
上
學
的
意
味

　
を
、
存
在
蓬
し
て
の
認
識
師
ち
室
の
立
場
に
於
け
る
認
識
實
践
（
直
槻
）
に
負
は
せ
て
、
劉
境
ざ
し
て
の

　
認
識
は
、
察
の
立
場
の
認
識
に
執
着
を
生
じ
て
超
す
ご
こ
ろ
の
認
識
で
あ
る
か
ら
、
随
っ
て
そ
は
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
在
の
如
實
の
認
識
に
別
の
意
味
が
加
つ
た
も
の
ご
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
あ
り
の
ま
、
の
存
在

　
p
に
［
我
に
樹
す
る
」
ご
云
ふ
意
昧
が
附
加
さ
れ
た
も
の
ご
し
た
の
で
あ
る
○

　
　
そ
こ
で
、
今
妄
執
認
識
の
登
生
的
意
味
こ
し
て
幽
境
の
現
は
れ
る
の
を
述
べ
る
場
合
に
は
、
そ
の
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形
而
上
學
的
意
味
を
表
面
抜
き
に
し
て
、
専
ら
五
境
ご
し
て
の
附
加
三
面
昧
の
現
す
る
こ
ご
に
就

い
て
の
み
云
ふ
こ
ご
に
な
る
の
で
あ
る
。
論
に
は
こ
の
意
昧
を
次
の
如
き
言
方
で
現
は
し
て
居
・

る
。

　
旦
鵤
故
一
ご
蹄
介
虚
…
儒
、
唯
心
所
作
、
離
グ
心
郎
二
曲
二
山
ハ
塵
境
願
磐

こ
の
語
を
文
字
通
り
に
解
す
る
時
は
、
如
何
に
も
形
而
王
學
的
唯
心
論
の
思
想
で
、
心
を
滅
せ
ば
三

界
の
實
在
も
又
滅
す
る
ご
云
ふ
徹
底
し
た
虚
無
説
の
や
う
で
あ
る
が
、
實
は
こ
、
に
云
ふ
三
界
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

は
、
三
界
の
二
三
の
意
味
で
な
く
、
妄
執
認
識
に
於
て
の
封
境
の
意
昧
を
指
し
た
の
で
あ
る
。
故
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

離
心
則
無
六
塵
境
界
ご
は
、
妄
執
を
去
れ
ば
醤
境
の
意
味
が
無
く
な
る
と
云
ふ
の
で
、
そ
の
野
境
の

ヘ
　
　
へ

意
味
が
無
く
な
っ
た
ご
こ
ろ
が
、
眞
如
の
境
地
，
印
ち
存
在
を
存
在
ざ
し
て
無
我
高
等
の
中
に
如
實

に
認
識
し
た
境
地
で
あ
る
。
こ
の
意
味
を
詳
細
に
説
い
た
の
が
次
の
語
で
あ
る
。

　
此
義
云
何
、
以
＝
論
法
皆
從
レ
心
起
、
妄
念
而
生
「
一
切
分
別
即
分
“
別
飽
気
焔
心
不
レ
見
レ
心
、
無
識
相
可
ツ
得
、
當
レ
知
、

　
世
間
唄
切
境
界
、
皆
鋸
目
衆
生
無
明
妄
心
一
而
得
在
濡
髪
故
一
切
法
、
如
三
百
中
路
無
工
膿
漏
Ψ
得
、
唯
心
虚
妄
、

　
以
呂
心
生
則
種
々
法
生
、
心
滅
姻
鍾
々
法
滅
一
故

文
に
男
心
起
ビ
あ
る
は
實
践
の
當
爲
に
於
て
實
在
性
の
附
輿
せ
ら
れ
て
居
る
こ
ざ
、
即
ち
存
在
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
リ

形
而
上
學
的
二
二
を
云
っ
た
の
で
あ
る
が
、
妄
而
生
は
甥
境
の
意
味
の
生
じ
た
の
を
云
っ
た
の
で

　
　
　
起
信
論
に
於
け
る
認
識
實
賎
の
三
棚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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あ
る
。
分
別
ご
あ
る
は
妄
執
分
別
の
意
昧
で
、
随
っ
て
こ
、
に
説
か
る
～
租
ご
は
心
理
的
な
甥
境

　
ヘ
　
　
へ

の
意
味
に
就
い
て
云
っ
た
も
の
で
め
る
こ
ご
は
明
か
で
あ
る
。
　
～
切
分
別
帥
分
別
虚
心
、
心
不
見

心
、
無
血
可
得
ご
は
、
妄
執
認
識
に
穿
て
は
存
在
を
画
境
こ
し
て
、
難
癖
に
謝
し
て
物
の
在
る
こ
ご
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

思
ふ
け
れ
ご
も
．
元
來
そ
れ
は
認
識
實
、
雨
中
の
も
の
で
、
「
外
に
在
る
」
ご
云
ふ
も
、
結
局
心
（
實
践
）
が
心
（
實

践
ご
し
て
の
境
）
を
見
て
居
る
こ
ε
に
希
な
ら
澱
か
ら
《
外
に
在
る
を
云
ふ
鋼
境
の
意
味
は
元
來
虚

妄
に
過
ぎ
な
い
ご
云
ふ
意
味
を
現
は
し
た
の
で
あ
る
○
邸
ち
執
着
に
よ
っ
て
「
外
に
物
が
在
る
」
ご

云
ふ
幻
想
を
超
し
た
の
だ
こ
云
ふ
心
理
的
説
明
を
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
こ
の
説
明
は
更
に

波
ご
水
こ
の
無
血
を
以
て
巧
み
に
現
は
さ
れ
て
居
る
。
し
か
し
こ
の
水
波
の
警
喩
に
就
い
て
は

疑
黙
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
こ
は
元
郷
認
識
の
實
践
を
水
に
讐
へ
、
妄
執
の
相
を
波
に
讐
へ
て
、
妄
執
去
れ
ば
幽
境
の
相
略
な

く
な
っ
て
、
こ
、
に
眞
如
の
立
場
に
於
け
る
認
識
の
現
は
れ
る
こ
ご
を
説
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
讐
喩
に
は
風
を
出
す
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
起
信
認
に
は
こ
れ
が
出
て
居
る
。
　
一

膿
こ
の
讐
喩
ば
務
伽
経
集
…
切
法
品
に
あ
る
も
の
を
引
用
し
た
ε
思
は
れ
る
が
、
話
声
経
に
は
風

を
「
境
界
の
風
に
動
か
さ
れ
て
」
こ
し
て
、
風
を
境
界
こ
し
て
現
は
し
て
居
る
。
然
る
に
こ
の
、
讐
喩
は
・

元
來
境
界
（
樹
境
）
の
現
は
れ
る
こ
ご
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
○
　
そ
れ
に
そ
の
境
界
の
現
は
れ
る
は



　
そ
の
境
界
に
因
っ
て
い
め
る
ご
云
ふ
の
は
お
か
し
い
。
境
界
に
刺
戟
さ
れ
て
執
着
が
現
は
れ
る

　
・
ご
見
る
の
は
、
こ
れ
は
経
験
的
心
理
學
の
見
方
で
、
こ
、
に
説
く
認
識
隠
謀
の
3
5
理
學
の
見
方
で
は

　
な
い
。
で
、
桝
伽
経
も
後
で
は
こ
の
風
を
抜
き
に
し
て
、

　
　
讐
へ
ば
海
水
の
鋤
い
て
種
々
の
波
浪
ご
縛
す
る
如
く
、
臓
識
も
亦
だ
是
の
如
く
に
し
て
種
々
諸

　
　
識
を
生
す
る
な
り

　
ご
正
し
く
現
は
し
て
居
る
Q
思
ふ
に
趨
信
論
の
記
者
が
、
波
は
風
が
無
け
れ
ば
起
ら
ぬ
ご
云
ふ
常

　
識
的
な
考
か
ら
、
か
、
る
間
違
つ
た
方
の
引
用
を
し
た
の
で
あ
ら
う
。

　
　
是
の
如
く
環
境
の
意
味
は
、
執
着
を
去
っ
て
存
在
の
如
是
鷺
流
ち
察
の
立
場
に
入
ら
し
め
ん
こ

　
す
る
誉
め
に
述
べ
た
心
理
的
意
昧
に
外
な
ら
澱
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
前
に
も
述
べ
て
お
い
π
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
へ

　
う
に
、
心
理
的
意
味
附
し
て
や
な
く
、
認
識
實
践
の
立
場
か
ら
云
へ
ば
、
一
切
衆
生
本
曇
常
住
入
於
浬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
盤
で
、
劉
境
ご
し
て
の
認
識
の
場
合
も
、
醤
境
そ
の
ま
、
實
践
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
、
そ
の
實
在
性
は

　
甥
境
の
意
味
そ
の
ま
、
如
是
こ
し
て
、
塞
の
立
場
に
於
け
る
如
是
法
ご
少
し
も
罵
り
は
な
い
の
で

　
あ
る
。
そ
れ
で
、
妄
執
認
識
の
登
生
的
意
義
に
於
て
心
糎
的
見
方
を
現
は
し
π
ご
は
云
へ
、
之
は
畳

　
ご
不
畳
を
分
け
、
畳
の
方
に
存
在
の
形
而
上
學
筆
意
昧
を
附
節
し
た
佛
敷
特
有
の
説
明
法
か
ら
來

腿
　
た
の
で
、
認
識
實
践
の
「
般
原
理
的
立
場
こ
し
て
は
至
境
帥
實
在
で
あ
る
こ
ビ
を
忘
れ
て
は
な
ら

　
　
　
　
　
超
信
書
に
於
け
ろ
認
識
貧
践
の
三
粗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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七
六

ぬ
の
で
あ
る
。
次
の
語
は
實
に
か
う
し
た
謝
境
の
實
在
的
意
義
を
現
は
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
何
以
故
急
心
從
レ
本
音
來
自
性
清
浮
、
而
有
“
無
明
n
爲
一
癖
寝
所
レ
染
、
有
真
染
心
錐
レ
有
　
磁
心
而
常
恒
不
遜
、

　
是
故
此
義
唯
佛
能
知

帥
ち
こ
は
妄
執
認
識
を
そ
の
ま
、
幅
広
の
原
理
を
有
す
る
も
の
と
し
て
説
い
た
も
の
で
、
随
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
、
に
現
は
れ
た
饗
境
は
認
識
實
躁
の
基
礎
を
持
つ
實
在
性
た
る
こ
ご
は
無
我
認
識
の
場
合
の

存
在
と
同
じ
で
な
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
從
來
佛
激
思
想
を
唯
心
論
ご
し
て
説
く
場
合
に
は
い
つ
も
こ
の
三
界
唯
心
の
説
を
以
て
そ
の

謹
ご
し
て
居
た
の
で
あ
る
が
、
實
は
こ
は
寧
ろ
執
着
に
於
て
生
じ
た
「
下
訳
の
意
味
」
を
説
い
た
心
理

的
意
味
ご
し
て
現
は
さ
れ
た
も
の
で
、
形
而
上
學
的
意
昧
は
そ
の
裏
に
於
て
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら

訟
の
で
あ
る
。
郎
ち
執
着
に
因
っ
て
謝
境
の
現
は
れ
る
こ
ご
を
、
改
め
て
實
践
に
於
て
考
へ
盧
し

て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
　
若
し
焦
思
が
實
践
的
の
藪
で
な
く
、
哲
學
に
止
っ
て
居
た
ら
，

か
う
し
た
心
理
的
の
醤
境
の
意
味
を
用
ひ
す
、
實
践
に
於
て
現
ぼ
れ
淀
幽
境
を
そ
の
ま
、
實
在
性

ご
し
て
説
い
た
で
あ
ら
う
。
　
こ
れ
は
丁
度
デ
ル
タ
イ
や
フ
ソ
ず
ー
ル
等
が
謁
象
を
家
畜
性
ご
し

て
志
向
膣
験
の
中
に
見
元
の
こ
同
じ
で
あ
る
。

　
今
ま
で
述
べ
た
こ
こ
ろ
で
大
鷲
起
三
論
に
於
け
る
認
識
實
践
の
見
方
に
就
い
て
述
べ
絡
つ
た



壱〕23

の
で
あ
る
が
、
宗
敷
幅
思
想
の
混
入
が
あ
っ
て
大
分
複
雑
に
な
っ
て
居
る
か
ら
、
今
一
度
之
を
整
理

し
て
見
る
爲
め
に
、
唯
識
に
於
け
る
思
想
ご
比
較
し
、
然
る
後
純
粋
な
思
想
の
綱
領
を
現
代
の
語
に

よ
っ
て
提
示
し
て
見
よ
う
と
思
ふ
。

　
唯
識
（
三
十
頚
）
の
思
想
は
趨
信
論
の
患
想
に
較
べ
る
ご
、
籐
程
原
始
的
帥
ち
小
乗
的
で
、
形
而
上
學

的
意
味
こ
し
て
の
認
識
三
岳
が
未
だ
濁
労
し
て
現
は
れ
て
居
ら
す
、
唯
妄
執
認
識
の
心
理
を
説
く

中
に
内
含
的
に
説
か
れ
て
居
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
、
そ
こ
に
説
か
れ
て
あ
る
阿
頼
耶
識
は
妄

執
認
識
實
践
ε
し
て
の
一
般
概
念
を
現
は
し
た
ま
で
㎏
あ
る
が
、
処
二
二
に
説
か
れ
て
あ
る
阿
黎

学
識
は
、
形
而
上
學
的
意
味
こ
し
て
の
認
識
實
践
（
薫
習
如
）
及
び
そ
の
入
格
化
さ
れ
た
慧
智
藏
の
思

想
を
前
提
こ
し
淀
爲
め
、
こ
、
に
妄
執
ご
か
無
我
こ
か
云
ふ
特
殊
の
属
性
を
離
れ
た
撃
っ
て
そ
の

軌
れ
に
も
成
り
得
る
認
識
實
践
一
般
の
抽
象
的
意
味
を
も
現
は
す
に
至
っ
た
へ
野
際
は
こ
の
抽
象

的
意
昧
は
如
寒
藏
の
概
念
の
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
）
。

　
又
以
上
の
相
違
か
ら
、
妄
執
を
去
っ
て
無
我
の
認
識
に
入
る
こ
と
の
心
的
経
過
を
説
く
場
合
に

も
、
唯
識
に
於
て
は
唯
妄
執
の
認
識
（
二
心
所
執
）
を
去
る
こ
ご
に
煮
て
障
壁
に
識
性
に
住
せ
し
む
る

（
圓
戒
實
性
〉
や
う
に
説
い
た
矯
け
で
、
そ
の
識
性
即
ち
認
識
實
蹟
を
積
極
的
に
は
説
い
て
居
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

処
竪
琴
の
方
は
、
阿
黎
耶
識
を
畳
ご
不
畳
の
ニ
ッ
の
認
識
の
型
に
分
け
、
豊
の
認
識
を
實
践
の
意
味

　
　
　
起
信
論
に
於
け
る
認
識
實
践
の
三
覇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竜
竜
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に
ま
で
積
極
的
に
説
い
た
爲
め
、
そ
の
心
理
的
意
馬
の
外
に
恒
常
、
清
浄
、
李
等
な
ご
云
ふ
形
而
上
學

的
，
騨
學
的
意
義
が
現
は
れ
、
そ
れ
よ
り
良
然
ご
虚
者
の
心
的
瓦
経
ご
認
識
實
践
の
形
而
上
學
的
意

昧
ご
を
同
一
親
し
、
畳
語
．
の
心
的
状
態
こ
そ
認
識
實
践
の
本
質
で
あ
る
こ
し
て
、
之
を
方
面
ご
名
く

る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
又
こ
の
本
禮
こ
し
て
の
認
識
告
諭
ご
蝿
者
の
心
境
ご
を
同
一
覗
し
だ
ご
こ
ろ
か
ら
、
本
來
清
浮

の
翼
如
如
虚
言
が
無
明
の
蕪
習
に
因
っ
て
こ
、
に
妄
執
認
識
が
生
す
る
ご
云
ふ
二
元
論
的
形
式

を
現
は
さ
や
る
を
得
な
く
な
つ
だ
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ
が
後
世
起
信
論
に
於
け
る
最
大
難

所
ご
せ
ら
れ
て
居
る
ご
こ
ろ
で
あ
る
が
、
實
は
難
所
で
は
な
く
、
全
く
憩
學
化
の
結
果
で
あ
る
。
そ

こ
で
今
か
う
し
た
不
純
か
ら
そ
の
思
想
を
解
放
し
純
論
理
的
に
組
織
を
改
め
て
見
る
ε
次
の
如

く
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
第
一
、
認
識
實
践
の
形
而
上
面
的
意
義
（
原
理
論
）
ご
し
て
の
心
眞
如

　
こ
の
形
而
上
學
的
意
昧
に
於
て
は
、
「
認
識
す
る
こ
ご
」
を
膿
験
と
し
て
一
切
法
に
焦
し
て
見
た
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
實
在
す
る
も
の
は
唯
一
無
法
の
相
の
み
で
、
形
而
上
學
的
意
味
ε
し
て
の

鰹
験
は
概
念
の
上
に
は
室
で
あ
る
○
超
概
念
で
あ
る
。
又
こ
の
場
合
に
は
存
在
ご
勢
境
こ
の
匿

別
は
な
い
。
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．
第
二
、
認
識
實
践
の
心
理
附
意
義
ご
し
て
の
法
家
残

　
　
　
　
　
　
こ
の
如
露
藏
に
畳
ご
語
漏
の
二
種
の
認
識
態
度
が
あ
る
。

　
畳
の
認
識
態
度
に
於
て
は
．
一
切
法
は
無
我
李
等
の
情
戚
中
に
経
験
さ
る
、
が
．
不
畳
の
場
合
に

は
、
一
切
法
は
判
我
に
封
ず
る
境
」
こ
し
て
経
験
さ
れ
る
。
吾
人
の
目
的
は
畳
の
認
識
態
度
の
獲
得
で

あ
る
。
而
し
て
こ
の
目
的
を
達
せ
ん
に
は
唯
執
着
を
去
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
で
一
驚
論
旨
が
下
る
の
で
あ
る
が
更
に
一
歩
を
進
め
て
見
た
の
が
、
認
識
實
践
の
形
而
上

學
的
意
義
を
心
理
的
意
義
に
ま
で
徹
底
せ
し
め
、
妄
執
ざ
無
我
ご
に
拘
ら
す
、
認
識
を
す
べ
て
實
践

の
本
質
に
於
て
あ
る
も
の
（
即
ち
住
す
る
も
の
）
こ
し
、
や
が
て
凡
愚
の
旺
別
を
超
越
せ
ん
ご
す
る
思

想
で
あ
る
Q
而
し
て
、
こ
の
思
想
が
輩
に
思
想
的
に
の
み
現
は
れ
て
、
未
だ
十
分
實
言
上
の
膚
畳
に

ま
で
達
し
な
か
っ
た
の
は
遺
憾
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
八

　
以
上
で
起
寝
言
に
現
は
れ
た
認
識
論
践
の
説
明
を
絡
つ
た
諜
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
未
だ

物
足
ら
な
い
こ
こ
ろ
が
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
、
認
識
實
践
の
思
想
は
そ
れ
膚
膿
が
不
可
思
議
難
解

な
の
で
な
く
、
寧
ろ
そ
の
考
方
に
特
殊
の
困
難
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
思
想
を
説
明
す
る
場

合
に
は
、
特
に
そ
の
思
惟
方
法
を
明
か
に
せ
な
け
れ
ば
な
ら
澱
の
で
あ
る
。
無
論
超
試
論
の
中
に

　
　
　
起
信
論
に
於
け
ろ
認
識
實
践
の
三
粗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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も
槻
心
修
入
こ
し
て
、
こ
の
方
法
に
就
い
て
少
か
ら
ず
説
か
れ
て
あ
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
は
唯
認

　
　
ヘ
　
　
へ

識
の
實
践
に
謹
入
す
る
こ
ご
に
止
り
て
、
そ
の
重
工
を
思
惟
の
上
に
取
扱
ふ
場
合
の
扱
方
に
就
い

て
は
特
別
の
注
意
が
與
へ
ら
れ
て
居
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
學
を
そ
の
目
的
ご
し
な
か
っ
た

佛
敷
思
想
ご
し
て
は
毛
編
の
こ
ご
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
後
世
に
於
て
誤
解
を
生
す
る
に
至
っ
た
一

の
原
因
は
惜
か
に
こ
の
注
意
の
歓
如
に
あ
っ
た
こ
思
ふ
Q
師
ち
佛
敷
に
於
け
る
形
而
上
學
的
本

確
論
（
唯
心
論
的
實
在
論
）
的
傾
向
は
前
に
も
述
べ
た
如
く
、
そ
の
宗
激
化
か
ら
來
だ
帥
學
化
的
結
果

で
あ
っ
た
ご
は
云
へ
、
他
面
に
は
認
識
實
践
の
取
扱
方
を
よ
く
會
得
し
な
か
っ
た
の
に
も
因
る
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
ご
は
後
に
述
べ
る
西
洋
哲
學
に
於
け
る
槻
念
論
の
例
に
就
い
て
見
て
も
容
易

に
知
る
こ
ご
が
出
來
る
で
あ
ら
う
Q

　
彼
の
観
心
修
入
の
方
法
論
な
ざ
は
、
一
般
佛
敢
に
於
て
最
も
重
要
な
る
も
の
と
し
て
甚
だ
廣
汎

に
亙
っ
て
説
か
れ
て
あ
る
が
、
實
云
ふ
ご
軍
に
其
丈
の
箇
性
を
畳
す
る
と
云
ふ
だ
け
の
こ
ご
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ば
、
そ
れ
程
難
事
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
唯
直
濡
の
佛
敷
に
而
て
は
認
識
の
熱
演
を
現
は
す
に
適

當
な
語
が
な
ズ
、
多
く
本
魚
塩
的
、
客
掘
的
な
意
昧
を
有
す
る
語
を
以
て
こ
れ
に
充
て
た
か
ら
、
そ
の

結
果
宮
然
概
念
に
捉
は
る
、
弊
を
生
じ
、
實
践
の
其
義
に
徹
入
す
る
こ
ご
を
困
難
と
し
π
の
で
あ

る
。
　
然
る
に
現
今
に
あ
っ
て
は
禮
験
の
思
想
著
し
く
登
賀
し
．
認
識
の
實
蹟
師
ち
眞
如
を
良
得
す
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
こ
ご
は
極
め
て
容
易
こ
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
　
脚
ち
「
心
立
ご
は
認
識
、
を
實
隠
す
る
こ
と
で

あ
る
」
こ
か
．
「
認
識
を
生
活
す
る
こ
ご
が
識
性
に
住
し
た
こ
ご
で
あ
る
」
な
ざ
云
へ
ば
、
膨
れ
で
も
立
所

に
謹
を
得
る
こ
ご
が
出
身
る
で
あ
ら
う
。
但
し
從
來
の
紳
學
化
さ
れ
た
佛
激
思
想
に
深
く
な
じ

ん
で
居
る
者
は
先
入
的
に
紳
聖
観
念
に
捉
は
れ
て
居
る
か
ら
、
か
う
し
た
了
解
は
案
外
容
易
で
な

い
か
も
知
れ
ぬ
（
筆
者
自
身
の
経
験
に
よ
る
も
）
。

　
そ
れ
で
今
は
唯
そ
の
取
扱
方
に
就
い
て
の
み
説
明
を
特
に
附
加
せ
ね
ば
な
ら
澱
こ
ご
、
な
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
取
扱
の
方
法
を
明
瞭
に
す
る
こ
ご
は
、
叉
認
識
實
践
の
學
穿
ち
認
識
學
成
立
の

基
礎
ご
な
る
の
で
あ
る
。

　
一
旬
認
識
の
學
な
る
も
の
は
、
凡
ゆ
る
他
の
學
よ
り
全
然
そ
の
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

除
他
の
學
は
之
を
大
別
す
る
ご
、
實
在
（
威
性
的
及
び
槻
念
的
）
を
封
建
こ
す
る
も
の
こ
、
行
爲
（
或
は
動

作
）
を
封
象
こ
す
る
も
の
こ
の
二
種
こ
す
る
こ
ご
が
出
亘
る
が
、
こ
れ
等
は
そ
の
謝
象
の
實
在
的
ご

非
實
在
的
こ
の
異
は
あ
っ
て
も
、
軌
れ
も
相
封
的
な
概
念
の
比
較
ご
整
理
ビ
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
ま

で
も
思
惟
さ
る
、
明
瞭
な
形
式
、
或
は
質
量
を
持
っ
て
居
る
。
然
る
に
認
識
を
身
侭
ピ
す
る
場
合

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

に
は
．
そ
は
實
践
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
最
早
や
概
念
さ
る
、
形
質
の
限
定
は
少
し
も
な
い
。
若

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
へ

し
何
等
か
形
質
の
存
す
る
も
の
あ
り
こ
す
れ
ば
、
そ
れ
は
既
に
「
認
識
さ
れ
た
も
の
」
で
、
認
識
す
る
事

　
　
　
趨
目
論
に
於
け
る
認
識
實
践
の
三
相
．
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
U
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半
膿
で
は
な
い
。
認
識
爵
膿
は
「
考
へ
る
こ
ご
し
で
あ
る
か
ら
、
「
考
へ
る
こ
ご
」
の
騰
　
験
を
一
歩
で
も
離

れ
て
、
そ
れ
を
見
よ
う
ご
し
た
ら
、
そ
の
刹
那
に
そ
の
見
ん
こ
す
る
こ
こ
ろ
の
も
の
か
ら
離
れ
て
居

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
こ
れ
を
思
惟
の
土
に
取
扱
ふ
場
合
に
は
、
第
一
、
概
念
の
思
惟
か
ら
實
践
に

入
っ
て
見
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
帥
ち
認
識
の
概
念
を
認
識
票
膿
を
現
は
し
て
居
る
も
の
こ

せ
す
、
唯
認
識
を
指
示
し
て
居
る
概
念
こ
し
て
、
そ
の
概
念
の
指
示
す
る
膿
験
へ
還
入
し
て
見
る
こ

ご
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
「
山
の
認
識
し
を
思
轍
せ
ん
ご
す
る
…
場
合
に
は
、
山
の
表
象
ご
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
へ

概
念
す
る
の
で
な
く
、
そ
れ
を
事
實
山
を
見
る
こ
ご
の
経
駿
に
直
し
て
見
る
こ
ご
で
あ
る
。
こ
の

還
元
を
忘
れ
て
軍
に
表
象
ご
し
て
認
識
を
見
る
に
止
る
な
ら
ば
、
そ
は
認
識
の
片
鱗
を
も
捉
へ
た

も
の
で
は
な
い
。
吾
人
が
経
験
心
理
學
に
於
て
認
識
を
表
象
や
知
畳
ご
し
て
取
扱
っ
て
居
る
の

は
、
畢
寛
思
惟
の
爲
め
の
手
段
で
、
そ
の
ま
、
で
は
塞
歪
な
無
意
昧
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

必
ず
之
等
を
一
々
吾
人
の
経
験
に
還
元
し
て
そ
を
實
帯
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
是
の
如
く
還
元
は
認
識
を
眞
に
見
る
上
に
隔
て
必
要
敏
く
べ
か
「
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
が
、
た
や

こ
れ
だ
け
で
は
未
だ
認
識
を
思
惟
す
る
に
は
不
充
分
で
あ
る
。
眞
に
認
識
を
思
惟
せ
ん
こ
す
れ

ば
、
そ
の
思
惟
す
る
限
り
に
勝
て
は
之
を
概
念
の
上
に
取
扱
ひ
、
次
の
呪
縛
に
は
之
を
野
馬
に
於
て

實
評
す
る
ご
云
ふ
風
に
、
概
念
的
思
惟
ご
實
謹
ご
を
更
互
に
行
は
ね
ば
な
ら
訟
の
で
あ
る
。
殊
に
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そ
の
思
惟
せ
ん
こ
す
る
認
識
が
他
の
認
識
ご
複
雑
な
關
係
に
立
つ
時
は
、
思
惟
を
迅
速
に
墾
化
さ

せ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
諏
だ
け
、
そ
れ
だ
け
叉
實
践
へ
の
還
元
實
謹
も
頻
繁
こ
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
繹
で
あ
る
。
師
ち
概
念
よ
り
實
践
へ
、
實
践
よ
り
概
念
へ
ご
の
目
ま
ぐ
る
し
き
轄
換
の
繰
返

し
に
因
っ
て
始
め
て
目
的
を
達
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
實
に
除
他
の
下
思
の
未
だ
経
験
せ
ざ
る
、

叉
経
験
す
る
を
要
せ
ざ
る
特
異
の
研
究
方
法
で
あ
る
。
實
に
哲
學
（
認
識
の
學
）
な
る
も
の
は
思
惟

す
る
こ
ご
の
外
に
彼
の
跳
躍
自
在
な
輕
業
師
に
釜
元
注
意
ざ
練
習
ぐ
」
を
必
要
ε
す
る
も
の
ε
云

は
な
け
れ
ば
な
ら
澱
　
何
故
に
こ
、
に
殊
更
ら
注
意
ご
練
響
ご
云
ふ
こ
ご
を
暴
げ
た
か
ご
云
ふ

に
、
概
念
よ
り
實
蔑
へ
の
還
元
は
し
か
く
容
易
な
業
で
は
な
い
か
ら
で
あ
，
る
。
認
識
を
概
念
に
於

て
考
へ
る
こ
ご
は
、
そ
は
心
理
二
二
で
極
め
て
準
易
な
こ
ご
で
あ
る
が
、
そ
の
概
念
を
實
践
に
還
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

す
る
こ
ざ
は
恵
惟
の
道
程
か
ら
急
遽
に
思
惟
ご
絶
縁
し
て
、
認
識
の
實
践
に
身
を
置
か
ね
ば
な
ら

ぬ
か
ら
、
こ
、
に
態
度
の
蒋
換
ご
云
ふ
囲
大
困
難
が
あ
る
の
で
あ
る
。
若
し
注
意
の
放
漫
ご
練
習

の
不
足
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
思
惟
よ
り
實
践
に
縛
じ
た
積
り
で
も
、
猶
思
惟
が
無
意
識
裏
に
綴
平
し

て
居
て
、
自
分
で
は
實
践
に
身
を
置
い
て
居
る
ご
思
ひ
な
が
ら
、
そ
の
實
そ
の
實
践
を
思
惟
の
醤
象

こ
し
て
見
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
血
管
が
思
惟
を
目
的
ご
し
て
勢
役
し
て
居
る
の
で
あ
る
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

全
然
思
惟
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
｝
時
無
念
の
認
識
の
實
践
に
身
を
美
く
こ
ご
は
、
思
惟
の
本
然
的

　
　
　
起
信
諸
に
於
け
る
認
識
賢
蹉
の
三
和
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
八
三
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傾
向
か
ら
云
っ
て
そ
の
困
難
な
の
は
寧
ろ
當
然
で
あ
る
ご
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
殊
に
ニ
ッ
以
上

の
認
識
實
践
を
比
較
考
究
す
る
場
合
は
更
に
又
別
な
る
意
昧
に
於
て
そ
こ
に
＝
暦
の
面
倒
が
加

っ
て
來
る
の
で
あ
る
。
今
田
を
我
ご
彼
こ
の
二
人
の
認
識
の
思
惟
に
例
を
取
っ
て
説
明
し
て
見

よ
う
。

　
「
私
が
認
識
し
て
居
る
」
こ
ご
、
、
「
彼
が
認
識
し
て
居
る
」
こ
ご
、
は
髄
か
に
ニ
ッ
の
事
實
で
あ
る
。

而
し
て
「
認
識
し
て
居
る
」
こ
ご
は
實
践
で
あ
る
か
ら
、
當
然
そ
二
に
私
の
實
践
ご
彼
の
實
践
ε
が
在

る
詳
で
’
あ
る
。
實
践
が
如
何
に
思
惟
を
離
れ
淀
膿
験
ご
し
て
も
我
ご
彼
が
事
實
二
人
で
あ
る
以

上
、
そ
の
實
践
が
無
差
別
ご
云
ふ
こ
ご
は
不
合
理
で
あ
る
。
し
か
し
が
う
し
た
考
は
大
寄
尤
も
ら

し
く
し
て
そ
の
實
そ
れ
自
膿
一
の
思
惟
で
、
實
践
の
眞
相
に
鯛
れ
だ
も
の
で
は
な
い
。
か
う
し
た

考
を
尤
も
ら
し
く
考
へ
て
來
る
の
は
．
導
き
に
述
べ
た
ご
こ
ろ
の
思
惟
か
ら
實
践
へ
の
縛
換
が
完

全
に
行
は
れ
て
滅
す
、
猫
も
無
意
識
に
思
惟
を
績
け
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
翼
に
實
践
に
身
を
翻

し
た
時
に
は
、
二
人
の
認
識
の
比
較
は
忘
ら
れ
て
、
そ
こ
に
は
唯
常
識
的
に
彼
我
相
互
の
認
識
癒
封

が
あ
る
の
み
で
あ
る
Q
起
ち
二
人
の
認
識
の
關
係
を
實
践
に
謹
・
す
る
こ
ご
は
、
そ
の
關
係
を
忘
れ

て
、
常
識
の
立
場
に
立
っ
て
見
る
こ
ご
で
あ
る
。
そ
こ
に
吾
人
は
相
互
の
認
識
の
關
係
を
何
等
の

矛
盾
も
な
く
實
践
に
於
て
自
知
す
る
で
あ
ら
う
Q
こ
は
先
験
的
實
践
智
で
あ
る
。
古
い
語
が
許
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さ
る
、
な
ら
ば
、
こ
は
吾
人
の
本
來
の
面
こ
し
て
の
佛
の
智
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
九

　
籾
、
古
よ
り
現
代
に
至
る
ま
で
の
哲
學
の
跡
を
顧
る
に
、
以
上
述
べ
た
如
き
認
識
の
取
扱
方
を
十

分
紅
綬
し
な
か
っ
た
企
め
、
そ
こ
に
一
種
の
循
環
的
行
澱
を
繰
返
し
た
や
う
に
思
は
れ
る
。
哲
學

が
思
惟
の
遣
を
辿
る
以
上
、
そ
の
道
か
ら
離
脱
し
て
實
践
に
没
入
す
る
こ
ご
、
云
ひ
換
へ
れ
ば
、
概
念

を
實
践
に
還
元
す
る
こ
ご
の
困
難
で
あ
っ
た
こ
ご
は
、
前
述
せ
し
如
く
寧
ろ
當
然
の
結
果
ご
見
る

べ
き
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
現
は
れ
騰
る
共
蓮
的
錯
誤
は
禮
験
師
ち
實
践
を
思
惟
に
煽
て
捉
へ
得
た

こ
す
る
幻
畳
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
面
魂
が
如
何
な
る
形
に
於
て
現
は
れ
る
べ
き
か
を
考
ふ
る

時
、
吾
人
は
起
藩
論
の
心
眞
如
、
如
簾
藏
、
阿
懸
船
識
（
妄
執
認
識
）
の
三
つ
の
意
味
に
當
て
、
三
形
式
に

分
け
て
見
る
こ
ε
が
出
來
る
と
思
ふ
。

　
転
語
こ
し
て
こ
の
認
識
實
践
に
燭
れ
ざ
う
し
も
の
は
別
こ
し
て
、
筍
く
も
主
客
の
封
立
を
統
一

的
に
解
心
せ
ん
こ
し
て
認
識
の
秘
義
を
極
め
だ
も
の
、
第
剛
に
氣
附
く
ざ
こ
ろ
は
、
存
在
な
る
も

の
が
思
惟
に
於
て
得
ら
れ
す
直
観
（
先
験
的
）
に
於
て
の
み
得
ら
れ
る
ご
云
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
　
こ
れ

は
、
思
惟
に
於
て
見
て
居
る
以
上
、
細
々
は
ざ
こ
ま
で
も
外
的
存
在
こ
し
て
吾
入
の
認
識
に
於
け
る

要
當
性
を
説
明
す
る
こ
ご
が
出
戸
な
い
ざ
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
を
吾
入
の
認
識
内
に
解
せ
ん
ビ
す
る

　
　
　
起
信
論
に
於
け
る
認
識
實
躍
の
三
相
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
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ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
へ

に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
最
も
明
確
に
威
ぜ
ら
れ
る
こ
ご
は
、
物
の
在
る
ご
云
ふ

は
直
接
な
る
認
識
に
外
な
ら
ぬ
ご
云
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
師
ち
直
槻
の
立
場
で
あ
り
、
實
蹟

の
立
場
で
あ
る
。
然
る
に
こ
、
に
再
び
學
ご
し
て
の
通
有
性
た
る
思
惟
を
働
か
す
時
、
そ
こ
に
現

は
れ
る
概
念
は
本
署
ε
し
て
の
意
識
の
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
直
観
帥
ち
「
見
る
」
ご
云
ふ
こ
こ
か

ら
爵
然
に
考
へ
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
概
念
は
元
摩
心
理
學
的
意
味
に
の
み

限
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
け
れ
こ
も
、
そ
れ
を
實
践
の
意
味
に
於
て
性
質
づ
け
る
時
、
そ
こ
に
心
理
學

的
意
思
ご
は
違
っ
た
意
味
に
用
ひ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
部
ち
樹
象
を
そ
の
ま
、
に
含
ん

で
の
意
識
こ
な
る
。
こ
れ
は
實
に
實
践
の
立
場
を
甥
象
の
其
磯
性
に
の
み
濡
し
て
、
密
か
に
實
践

そ
の
も
の
を
概
念
の
思
惟
に
移
し
π
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
そ
の
意
識
は
猶
實
践
の
面
影
を
存

し
て
、
一
切
事
象
の
存
在
に
遍
し
た
不
可
知
的
な
与
る
愛
山
的
者
の
や
う
に
戚
せ
ら
れ
る
が
、
實
は

膿
で
な
い
實
践
の
概
念
ご
、
識
ε
し
て
の
膿
の
概
念
こ
の
間
を
さ
迷
へ
る
不
定
な
思
惟
で
、
随
っ
て

極
め
て
不
明
暖
昧
な
意
昧
ご
な
っ
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
不
定
認
識
を
明
か
に
せ

ん
と
す
る
こ
こ
ろ
に
、
途
に
實
践
の
意
味
を
全
く
離
れ
て
、
客
槻
的
形
而
上
學
下
意
識
（
或
は
生
命
）
の

概
念
と
な
う
掌
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
實
に
一
切
法
に
即
し
た
遣
ハ
如
（
實
践
）
を
意
識
の
概
念
に
於
い

て
考
へ
、
還
元
を
忘
れ
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
而
し
て
今
、
か
う
し
た
範
疇
に
入
る
べ
き
哲
學
を
求
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め
る
ご
、
フ
ィ
ヒ
ラ
、
シ
ェ
フ
ン
グ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
よ
リ
デ
イ
ル
タ
イ
、
フ
ソ
サ
ー
ル
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
等
に
至

る
鼠
戸
哲
學
で
あ
る
。
爾
こ
れ
等
の
哲
學
は
そ
の
意
識
の
考
方
か
ら
二
三
の
型
に
分
け
て
見
る

べ
き
で
あ
る
が
、
便
宜
上
そ
の
中
最
も
興
味
あ
る
共
通
黙
に
就
い
て
の
み
概
括
し
て
見
る
ご
、
そ
れ

等
は
軌
れ
も
泥
象
を
経
験
の
ま
、
に
肯
定
し
、
そ
の
實
在
の
根
壕
を
膣
験
に
置
く
こ
ご
は
同
様
で

あ
る
。
而
し
て
こ
の
膿
験
を
細
面
ご
し
て
居
る
間
は
問
題
は
な
い
が
、
そ
れ
を
意
識
と
し
て
概
念

す
る
に
至
る
や
忽
ち
問
題
が
展
開
す
る
。
具
膿
的
な
存
在
は
臆
面
（
實
践
）
に
於
て
こ
そ
肯
定
さ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
二
画
面
意
識
に
移
し
て
考
へ
る
ご
、
そ
は
忽
ち
意
識
内
容
こ
な
り
、
戚
畳
．
表
象
、

師
ち
感
量
の
意
味
ご
し
て
の
外
何
物
で
も
な
く
な
る
。
そ
れ
で
も
こ
れ
等
の
面
長
に
出
て
は
、
そ

の
當
初
の
膿
験
こ
し
て
の
呉
禮
的
存
在
性
を
こ
の
場
合
に
も
保
持
し
、
意
識
内
容
が
か
く
具
禮
的

存
在
ざ
し
て
吾
入
に
現
は
れ
る
の
で
あ
る
と
解
す
る
ρ
し
か
し
こ
れ
は
髄
か
に
矛
盾
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
等
の
考
方
は
ニ
ッ
の
方
向
の
洩
れ
か
へ
必
然
に
進
ま
ね
ば
な
ら
澱
や
う
に
蓮
命
づ

け
ら
れ
て
居
る
。
　
一
は
青
島
性
の
事
象
を
所
産
こ
す
る
純
輝
な
形
而
上
學
的
唯
心
論
、
他
は
経
験

的
な
立
場
に
還
っ
て
、
内
界
に
乱
し
て
物
自
膿
の
不
可
知
界
を
密
か
に
許
さ
ん
ご
す
る
心
理
的
傾

向
で
あ
る
。
　
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
等
は
前
者
に
薦
し
、
デ
イ
川
タ
イ
、
フ

ソ
テ
ー
ル
等
は
後
者
の
撹
を
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ご
思
ふ
。
ゲ
イ
ル
タ
イ
に
は
前
者
の
傾
向
も

　
　
　
起
信
論
に
於
け
る
認
識
實
践
の
三
相
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
七
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含
ま
れ
て
居
る
が
○
　
し
か
し
、
こ
れ
等
の
溢
に
勇
敢
に
進
む
こ
ご
は
、
彼
等
こ
し
て
は
ご
う
し
て
も

出
平
な
い
こ
ご
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
、
若
し
明
瞭
に
そ
の
道
を
取
る
時
は
、
客
槻
的
な
形
而
上
學

を
脱
せ
ん
こ
し
た
そ
の
當
初
の
立
場
を
忽
ち
に
し
て
裏
切
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
こ
れ
等
の

壁
心
は
途
に
行
詰
を
生
じ
、
更
に
改
め
て
脱
路
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
ご
に
な
る
○
而
し
て
こ

の
道
は
、
封
事
を
融
融
ご
見
る
主
観
的
立
場
を
押
し
進
め
て
、
封
象
の
現
實
性
を
そ
の
ま
、
意
味
ご

見
て
、
主
観
的
な
意
味
の
概
念
を
そ
こ
か
ら
除
き
去
る
こ
ご
で
あ
る
○
　
こ
れ
は
鞘
寄
彼
等
の
最
初

の
立
場
た
る
膿
験
に
還
へ
る
こ
ご
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
一
度
意
識
の
本
輝
国
概
念
を
通
過
し
た

も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
は
形
而
上
學
的
意
昧
の
概
念
を
明
か
に
し
た
馬
験
こ
な
っ
て
現
は
れ
た
も

の
で
あ
る
。
師
ち
當
初
の
膿
験
が
持
っ
て
居
π
淋
秘
的
暗
黒
が
今
や
學
の
謝
象
こ
し
て
の
明
瞭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

な
概
念
こ
な
つ
だ
の
で
あ
る
（
禮
験
が
形
而
上
學
的
思
惟
に
よ
っ
て
そ
の
帥
秘
の
内
容
を
捨
て
、
膿

験
そ
の
ま
、
の
現
實
性
に
還
っ
た
も
の
で
あ
る
）
Q

　
次
に
は
同
じ
く
直
垂
に
着
目
し
た
こ
は
云
へ
、
之
を
膿
験
に
於
て
考
へ
す
、
「
見
る
こ
ご
」
の
圭
観
に

　
　
ヘ
　
へ
　
　
も

於
て
考
ふ
る
時
，
こ
、
に
そ
の
考
へ
ら
れ
た
認
識
實
践
は
茶
畑
性
を
帯
び
て
黒
子
藏
の
思
想
に
相

下
す
る
も
の
こ
な
る
。
帥
ち
如
來
藏
を
形
而
上
學
的
に
解
し
だ
も
の
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
は
既

に
そ
の
人
格
性
に
於
て
多
分
に
心
理
的
意
味
を
有
し
て
居
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
、
に
こ
の
立
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場
の
思
想
は
身
魂
ニ
ッ
の
方
向
を
唐
膿
の
中
に
含
ん
で
居
る
ご
見
る
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
そ

の
形
而
上
學
的
方
向
を
主
こ
し
て
進
め
る
ご
、
直
知
的
（
眞
如
の
方
向
）
こ
な
り
、
封
象
は
意
識
膚
膿
に

棄
て
純
粋
思
惟
（
膿
験
的
）
ご
し
て
自
己
を
顯
現
す
る
こ
ご
、
な
る
が
、
心
理
的
方
向
を
主
こ
し
て
進

め
る
ご
、
纒
験
論
的
ご
な
り
、
封
象
は
た
ご
へ
そ
れ
が
先
験
的
な
認
識
こ
し
て
當
爲
的
に
現
は
れ
る

ご
し
て
も
、
立
身
槻
的
、
表
象
的
な
意
昧
が
強
い
か
ら
、
随
っ
て
そ
は
構
成
的
こ
な
っ
て
、
そ
れ
に
封
ず

る
物
自
膣
を
許
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
な
る
。
彼
の
カ
ン
ト
の
流
を
汲
む
槻
念
論
は
實
に
こ
の

雨
蛙
藏
の
系
統
に
現
は
れ
た
思
，
想
ご
見
る
べ
き
も
の
で
、
マ
ー
ル
プ
ル
ヒ
學
派
は
前
者
の
道
を
取

り
、
バ
ー
ゲ
ン
學
派
は
後
者
の
道
を
取
っ
た
も
の
ご
す
べ
き
で
あ
る
○

　
第
三
は
阿
寒
耶
識
の
立
場
に
相
摂
す
る
思
想
で
、
こ
れ
は
感
知
を
ざ
こ
ま
で
も
宮
己
の
外
に
在

る
も
の
ご
す
る
思
想
で
あ
る
か
ら
、
経
験
論
が
之
に
相
當
す
る
○
　
而
し
て
こ
の
立
場
は
主
槻
内
容

ご
密
話
ご
は
ご
こ
ま
で
も
前
立
の
位
置
に
畳
か
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
爾
者
の
統
一
的
説
朋

は
到
底
出
來
な
い
。
若
し
こ
れ
を
押
し
詰
め
て
行
け
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
如
き
唯
我
論
と
不
可
知
論

に
到
達
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
　
さ
れ
ば
こ
の
立
場
は
哲
學
的
ご
云
ふ
よ
り
も
寧
ろ
心
理
學
的

立
場
で
、
そ
の
認
識
論
は
懐
疑
論
こ
し
て
不
成
功
に
赤
る
の
は
隠
然
で
あ
る
。
し
か
し
吾
人
の
こ

、
に
大
に
注
目
せ
な
け
れ
ば
な
ら
澱
こ
ご
は
、
現
代
に
於
て
こ
の
系
統
を
引
け
る
實
在
論
者
（
ア
レ
。

　
　
　
超
僧
論
に
於
け
る
認
識
實
践
の
三
翻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
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九
〇

キ
ず
ン
グ
ー
の
如
き
）
が
實
践
の
立
場
に
立
つ
た
こ
ご
で
あ
る
。
彼
等
は
主
客
の
謝
立
そ
の
ま
、
9

　
　
　
　
　
　
ヒ
ヘ
　
　
へ

そ
れ
を
認
識
の
實
践
即
ち
経
験
に
於
て
零
し
、
主
槻
に
封
ず
る
外
界
も
超
越
的
存
在
こ
し
て
の
ま

、
の
實
在
性
を
許
し
て
居
る
。
師
ち
吾
人
の
心
理
的
内
容
ご
は
全
然
異
っ
た
外
界
の
存
在
も
、
存

在
す
る
こ
し
て
経
験
す
る
こ
ご
に
於
て
あ
る
こ
ご
は
、
心
理
的
内
容
の
経
験
さ
れ
る
ご
少
し
も
…
愛

つ
π
こ
ご
は
な
い
ご
云
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
立
場
ご
し
て
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
ご
同
じ
こ
ご
で

常
識
的
な
立
場
に
外
な
ら
ぬ
。
而
し
て
、
今
こ
れ
を
佛
激
思
想
に
立
て
は
め
て
云
ふ
な
ら
ば
、
妄
執

認
識
（
樹
立
的
認
識
）
に
呈
し
て
識
底
企
ち
實
践
葱
憂
し
た
、
煩
拶
師
菩
提
の
思
想
に
相
野
す
る
も
の

で
あ
る
。
樹
か
う
し
た
新
實
在
論
者
の
中
に
は
哲
學
と
し
て
種
々
の
問
題
を
減
し
て
居
る
者
も

幾
多
あ
る
や
う
で
あ
る
が
、
淺
學
の
私
は
そ
れ
等
を
知
悉
す
る
こ
ご
が
出
急
な
い
。
こ
、
で
は
唯

　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

輩
に
實
践
の
立
場
に
就
い
て
の
み
眺
め
た
の
で
あ
る
。
．


