
室
義
よ
　
り

三
性
説
へ

長
　
尾

雅
　
人
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一

　
佛
激
的
な
叡
智
が
般
若
と
嚇
せ
ら
れ
、
此
の
般
若
を
主
な
る
茶
．
調
と
す
る
般
若
維
に
山
漏
し
て
、
驚
樹
の
中
論
及

び
所
謂
中
鶴
學
涙
が
生
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
今
更
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
点
し
て
其
の
中
観
學
派
な
る
も
の
は
、

元
來
「
否
定
」
に
依
っ
て
一
貫
せ
ら
れ
て
居
る
。
否
定
と
は
有
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
有
な
る
法
（
ぴ
げ
9
、
く
勲
）
が
實

（
鳥
導
く
く
勲
）
と
し
て
實
慌
化
せ
ら
る
、
黙
を
否
定
す
る
。
然
る
に
實
と
は
亦
我
（
響
回
ρ
§
）
の
謂
で
あ
る
か
ら
、
有
を

否
定
し
た
無
と
は
、
無
我
へ
診
断
ヨ
ぢ
）
と
い
ふ
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
此
の
黙
に
我
々
は
佛
漱
の
存
在
論
酌
な
る

槻
黙
の
一
端
を
窺
知
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
然
し
な
が
ら
元
來
佛
敷
に
限
ら
す
、
一
般
に
印
度
思
想
の
翻
心
す
る
所

は
、
畳
悟
（
ぴ
○
測
角
）
を
開
黙
し
て
輝
輝
解
脱
に
赴
く
黙
に
あ
っ
た
。
如
何
な
る
形
而
上
學
的
な
論
究
も
、
す
べ
て
此

の
黙
に
無
團
心
で
あ
る
こ
と
は
出
身
な
い
。
既
の
黙
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
無
我
と
は
我
へ
の
執
着
（
餌
欝
ρ
或
夢
蕊
く
宇

3
）
を
絶
つ
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
澱
。
「
有
」
は
軍
な
る
存
在
論
の
甥
象
と
し
て
の
み
見
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
解

脱
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
實
と
い
ふ
の
も
、
執
着
の
重
弁
と
し
て
の
實
で
あ
り
、
斯
る

　
　
　
　
窒
義
よ
り
三
性
設
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
一
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高
畠
学
研
究
　

第
二
胃
丹
五
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
論
ハ
ニ

執
着
の
転
た
る
、
時
、
無
へ
の
編
入
が
あ
る
。
從
っ
て
無
と
は
執
着
の
無
な
る
こ
と
で
あ
る
が
故
に
、
畳
界
虚
無
な

る
こ
と
で
は
な
い
。
世
界
が
虚
無
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
縛
迷
も
煙
管
も
無
い
こ
と
、
な
る
で
あ
ら
う
。
有
が
否
定
さ

れ
て
室
な
り
と
云
は
る
、
事
は
、
執
蓋
が
無
と
な
る
が
故
に
、
有
が
藤
下
と
し
て
存
す
る
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

從
っ
て
斯
る
察
の
立
場
に
於
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
有
は
其
の
ま
、
の
姿
を
以
て
顯
は
れ
て
訳
な
け
れ
ば
な
ら
譲
。
執
着

が
断
た
れ
て
、
本
然
の
姿
と
し
て
、
其
の
ま
、
馨
客
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
訟
。
斯
る
も
の
が
、
如
牲
富
夢
碧
澗
）

と
も
．
眞
實
（
蜜
簿
養
）
と
も
幕
せ
ら
れ
、
塞
無
に
せ
ら
れ
た
る
准
の
鼠
ハ
實
の
姿
で
あ
る
か
ら
、
察
性
（
℃
欝
蔓
騨
鶏
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ゆ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

も
欝
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
澱
。
塞
牲
と
は
、
塞
な
る
こ
と
の
謂
で
あ
る
G
有
の
室
な
る
こ
と
、
有
の
否
定
せ
ら
れ
て
あ

る
こ
と
に
依
っ
て
、
眞
實
が
灘
写
せ
ら
る
、
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
ま
た
法
の
眞
實
な
る
姿
、
法
性
（
創
ぼ
讐
ヨ
葺
鋤
）

と
も
名
づ
け
ら
れ
る
。
察
性
即
法
性
に
於
て
、
反
っ
て
法
の
本
然
の
姿
が
明
か
と
な
る
。
こ
れ
が
否
定
の
有
す
る
意

昧
で
な
く
て
は
な
ら
澱
。

　
斯
く
の
如
く
、
否
定
態
と
し
て
の
民
芸
が
反
っ
て
法
繰
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
…
既
に
龍
樹
の
察
親
が
そ
う

で
あ
っ
た
如
く
1
塞
性
が
軍
な
る
否
定
態
で
は
な
く
．
寧
ろ
絶
渕
的
肯
定
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
從
っ
て
斯

る
絶
封
的
肯
定
は
、
輩
・
な
る
否
定
を
重
ぬ
る
事
に
依
っ
て
得
ら
る
、
も
の
で
は
な
い
。
琴
吊
雲
怠
は
幾
度
重
ね
ら
れ

よ
う
と
も
、
そ
れ
は
所
謂
悪
し
き
無
限
で
こ
そ
あ
れ
、
絡
に
眞
性
（
欝
葺
・
勲
）
に
達
す
る
も
の
で
は
な
い
。
嘉
鮮
の
所

謂
百
非
を
絶
す
と
は
此
の
意
昧
で
な
く
て
は
な
ら
滋
。
き
瓢
は
霞
牲
的
な
る
も
の
、
糊
邊
に
於
け
る
自
性
的
な
ら
ざ
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な
も
の
、
否
定
で
あ
り
、
從
っ
て
そ
れ
は
法
性
と
し
て
の
否
定
で
は
な
い
。
自
性
が
不
可
得
な
る
が
故
に
無
唐
性
塞

な
り
と
考
ふ
る
龍
樹
と
は
、
此
の
黙
に
於
て
正
に
逆
の
立
場
に
あ
る
も
の
と
い
ふ
事
が
撫
來
る
Q
瀧
樹
に
於
て
見
ら

る
、
八
不
十
二
不
等
は
、
斯
る
意
味
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
、
八
部
も
十
二
不
も
共
に
邸
一
毛
た
る
べ
き
も
の
で
、

そ
れ
ら
の
多
く
の
否
定
に
於
て
も
、
そ
の
否
定
の
意
味
と
否
定
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
が
兼
学
に
別
な
る
も
の
で
は
な

い
。
否
定
せ
ら
る
べ
き
も
の
は
、
何
れ
の
場
合
に
於
て
も
實
へ
の
執
着
な
の
で
あ
り
、
否
定
す
る
事
は
、
常
に
同
一

味
法
性
の
開
顯
…
に
外
な
ら
な
い
。

　
從
っ
て
ま
た
男
性
と
は
、
　
一
般
に
否
矩
の
否
定
と
し
て
論
理
的
に
考
へ
ら
る
、
如
き
も
の
と
も
受
認
せ
ら
る
べ
き

で
あ
ら
う
Q
瓶
華
矛
盾
と
し
て
の
斯
る
否
定
は
．
二
重
の
否
窺
に
依
っ
て
一
旗
個
物
的
全
智
に
達
す
る
で
あ
ら
う
け

れ
ど
も
、
斯
る
肯
定
は
、
更
に
自
己
の
中
か
ら
否
定
を
生
み
出
す
が
如
き
琉
縛
（
ω
斜
一
同
ω
簿
目
隠
）
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な

ら
ぬ
。
斯
る
二
重
の
否
定
に
よ
っ
て
は
、
次
元
の
高
ま
り
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
次
元
が
高
め
ら
れ

た
と
い
ふ
こ
と
は
、
歴
史
的
と
な
っ
た
と
い
ふ
こ
と
に
柔
な
ら
な
い
。
”
非
歴
史
的
な
る
有
と
無
と
の
鋼
立
が
止
揚
せ

ら
れ
て
、
現
實
的
歴
史
的
と
な
っ
た
に
…
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
侮
、
超
歴
史
的
な
る
も
の
を
示
す
の
で
は
な
い
。
次
元

が
高
め
ら
れ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
飛
躍
的
な
意
味
を
有
つ
も
の
で
は
あ
る
が
、
宗
敏
的
・
超
歴
史
的
な
る
も
の
へ
の
飛

躍
で
は
な
い
。
次
元
の
動
き
は
歴
奥
的
な
る
も
の
、
中
に
於
け
る
出
動
で
あ
り
、
そ
れ
は
輪
廻
的
と
名
づ
く
る
の
外

は
な
い
。
生
れ
る
事
が
死
す
る
事
で
あ
り
、
死
す
る
事
が
生
れ
る
事
で
あ
る
が
如
き
、
輪
廻
的
な
る
も
の
に
外
な
ら

　
　
　
　
旗
瓢
諦
週
よ
り
滋
性
親
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山脚

O
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一
団
學
躍
鱗
究
　
　
第
二
百
五
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
巡
畷
門

な
い
Q
二
重
の
否
定
に
依
っ
て
考
へ
ら
る
、
も
の
は
、
斯
る
輪
廻
的
歴
史
的
な
る
も
の
と
雷
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
然

る
に
瀧
樹
の
察
と
い
ふ
如
き
は
．
ま
た
斯
か
る
も
の
と
考
へ
ら
る
べ
き
で
は
六
．
い
。
有
を
否
定
し
無
を
否
定
し
た
察

と
は
、
實
は
斯
か
る
輪
廻
的
だ
か
る
も
の
を
更
に
果
す
る
こ
と
で
六
重
け
れ
ば
か
艶
ら
譲
。
般
若
纒
に
所
謂
【
、
五
藏
皆
察
」
と

い
ふ
こ
と
は
、
生
死
（
舞
旨
鴇
養
）
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
五
纏
と
い
ふ
如
き
は
、
既
に
何
ら

か
の
反
省
に
依
っ
て
産
れ
寓
で
た
、
人
問
的
存
在
を
指
示
す
る
概
念
で
あ
る
。
し
か
も
同
時
に
そ
れ
は
反
省
酌
に
五

親
が
五
蕪
と
し
て
定
立
せ
ら
れ
た
こ
と
に
依
っ
て
は
、
輪
廻
納
生
死
的
な
の
で
あ
る
Q
斯
る
五
感
の
否
定
態
と
し
て

の
塞
性
は
、
そ
れ
故
に
辮
謹
法
的
な
る
否
定
の
否
定
で
は
な
く
、
生
死
の
否
定
、
謂
は
い
歴
史
挫
そ
の
も
の
、
否
定

で
あ
る
。
そ
れ
は
論
理
的
媒
介
的
で
は
な
く
、
寧
ろ
無
媒
介
的
直
擬
的
で
あ
る
。

　
更
に
ま
た
我
々
は
、
㎜
、
塞
亦
塞
」
な
る
語
の
屡
よ
用
ゐ
ら
る
、
こ
と
に
注
意
す
る
で
あ
ら
う
。
然
し
な
が
ら
之
も
亦
、

察
が
必
然
的
に
再
び
察
ぜ
ら
る
べ
き
こ
と
に
依
る
も
の
で
は
な
い
。
二
宮
町
謬
落
入
塞
論
や
…
辮
中
邊
論
衡
品
の
十
六
室

の
中
に
見
ら
る
、
「
室
々
（
3
夢
占
8
ヨ
）
・
纂
鱗
）
」
の
如
き
は
之
に
相
當
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
而
し
て
忙
々
と
は
所
謂

室
智
の
否
定
で
あ
も
、
「
我
は
室
を
槻
す
」
と
の
塞
智
に
謝
す
る
新
取
能
取
の
執
着
を
察
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
此

の
察
も
亦
執
着
の
遮
噺
で
あ
る
黙
に
於
て
、
他
の
察
に
異
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
決
し
て
塞
が
自
ら
を
更
に
否

定
す
る
が
如
き
も
の
で
は
な
い
Q
「
雄
性
こ
そ
察
な
り
し
（
2
欝
）
・
碧
鋤
く
9
め
穿
八
広
ご
）
と
の
迦
葉
晶
の
文
の
如
き
も
、
室

性
が
何
ら
か
の
作
者
（
薮
㌶
ξ
）
或
は
作
具
（
げ
舞
霧
9
）
と
し
て
考
へ
ら
る
、
事
を
否
定
せ
ん
と
す
る
も
の
に
外
な
ら
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④

な
い
。
中
蒸
器
罰
論
無
上
乗
融
中
に
、
安
慧
は
此
の
文
に
註
し
て
、
「
そ
こ
に
は
藍
染
せ
る
入
の
壊
滅
の
爲
に
察
性
あ

る
に
あ
ら
す
、
又
面
恥
な
る
入
を
生
せ
し
む
る
爲
に
室
性
あ
る
に
浴
す
。
」
と
言
へ
る
が
如
き
に
依
っ
て
、
此
の
こ
と

は
知
ら
れ
る
Q
翻
っ
て
、
室
と
は
否
定
の
運
動
で
あ
る
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
可
能
で
も
あ
ら
う
。
然
し
斯
く

否
定
の
行
は
る
、
こ
と
は
、
元
來
そ
れ
が
「
本
性
察
」
た
り
し
事
に
依
る
の
で
あ
る
。
本
性
盛
な
る
意
味
の
無
い
所

に
、
今
始
め
て
室
が
あ
る
の
で
は
な
い
Q
若
し
然
ら
す
し
て
、
今
新
訂
に
否
定
が
行
は
る
、
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
前
流
　
の
如
き
盛
込
（
輔
隷
9
爵
9
重
ゆ
望
コ
《
9
け
卑
）
等
が
、
何
等
か
の
作
者
或
は
作
具
だ
る
こ
と
に
依
っ
て
、
察
所
管
（
甘
？

顧
ろ
雪
落
髪
）
等
を
「
作
る
」
こ
と
、
な
る
で
あ
ら
う
○
斯
く
作
者
と
し
て
の
室
、
断
滅
者
と
し
て
の
室
智
は
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

否
定
せ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
而
し
て
此
の
黙
に
關
し
て
こ
そ
、
正
に
℃
響
饗
藝
蚕
㊨
蜜
三
韓
と
済
せ
ら
る
べ
き
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
　
へ

あ
る
。
然
る
に
、
事
實
は
斯
る
塞
智
が
察
所
智
を
作
る
の
で
は
な
く
、
實
に
本
來
、
そ
れ
臼
ら
と
し
て
（
ω
奉
）
盛
諺
）
察

た
り
し
が
故
に
、
諸
法
は
察
な
の
で
あ
り
、
斯
く
本
家
重
な
る
事
を
、
塞
性
（
3
葭
霧
巴
の
文
宇
を
以
て
詮
は
す
の

で
あ
る
。
之
に
反
し
て
自
己
矛
盾
に
依
る
否
定
は
、
斯
く
本
性
塞
（
鷲
跳
讐
旨
2
越
9
ヨ
）
或
は
霞
然
に
空
（
ω
舜
膨
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

2
越
9
讐
）
な
の
で
は
な
く
、
謬
は
い
§
ら
に
依
る
（
も
摩
く
9
1
肺
9
脂
け
口
紅
9
）
の
否
定
で
あ
る
。
虚
ら
に
依
る
の
否
定
は
更
」
に

自
ら
に
依
っ
て
否
定
せ
ら
れ
、
斯
ぐ
し
て
歴
史
は
晟
醸
す
る
。
然
し
な
が
ら
斯
か
る
方
向
は
、
室
性
顯
現
の
道
で
は

有
り
得
な
い
。

　
①
潔
銭
ξ
冨
3
〈
琶
影
σ
q
禽
一
副
静
止
ω
〔
窯
§
塁
ρ
℃
帥
材
ψ
畷
働
彰
謎
箆
卦
累
護
。
饗
H
ゆ
ω
轟
”
㌻
轟
轟
｝
・
ひ
ー
メ
鶏
口
釜
教
授
和
謬
本
、
三
入
五
頁
。

　
　
　
　
窒
義
ま
り
三
姓
～
説
ぺ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
志
下
五
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②

　
　
哲
學
研
究
　
第
二
胃
〔
四
十
九
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ハ
山
出

陣
ぴ
達
．
℃
・
い
禽
i
い
意
．
岡
上
和
綴
・
本
、
三
七
七
一
ご
…
七
八
頁
Q
帥
ち
離
二
丁
嚢
中
、
第
入
難
染
溝
灘
の
下
に
、
既
の
意
趣
の
詳
説
せ
ら
れ
た
る
を

見
る
。

　
或
は
ま
た
有
と
非
有
と
の
饗
立
の
底
に
、
更
に
無
と
い
ふ
如
き
地
盤
が
考
へ
ら
れ
る
こ
と
も
、
可
能
で
あ
る
か
も

知
れ
な
い
。
然
し
な
が
ら
、
塞
或
は
室
性
と
い
ふ
も
の
は
、
斯
る
地
盤
と
し
て
の
無
で
あ
る
こ
と
は
な
い
。
無
が
、
有

を
勉
乏
し
、
無
が
有
と
し
て
蜜
己
を
顯
現
す
る
が
如
き
地
盤
は
、
佛
敏
に
於
て
は
考
へ
ら
れ
ざ
る
所
で
あ
る
Q
一
般

に
佛
敏
に
於
て
は
、
後
に
説
く
で
あ
ら
う
如
く
、
法
が
法
脅
ら
に
調
す
る
地
盤
ど
な
る
こ
と
に
依
っ
て
、
依
他
起
性

が
考
へ
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
法
を
離
れ
て
別
に
斯
る
地
盤
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
有
葬
有
の
二

邊
を
遠
離
せ
る
中
道
は
察
牲
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
斯
る
室
性
は
、
有
非
有
の
二
邊
と
し
て
の
生
死
そ
の
も
の
が
塞
な

の
で
あ
っ
て
、
生
死
の
外
に
、
生
死
セ
産
み
串
し
規
定
す
る
如
き
も
の
と
し
て
室
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
Q
諸
法
皆

室
と
し
て
定
立
せ
ら
れ
た
察
牲
は
、
や
は
り
諸
法
で
あ
る
の
外
は
な
い
Q
諸
法
が
兵
に
諸
法
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
、

法
の
法
た
る
所
以
、
郎
ち
法
に
嚢
す
る
法
性
こ
そ
は
、
察
性
と
呼
ば
る
、
も
の
で
あ
る
Q
法
の
如
實
に
あ
る
こ
と
が

察
性
で
あ
う
、
從
っ
て
察
性
を
法
か
ら
差
別
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
色
邸
是
察
に
鋼
し
て
察
郎
是

色
と
欝
せ
ら
る
、
所
以
で
あ
る
。
翻
ち
「
色
邸
是
寮
」
巳
℃
9
診
2
コ
蜜
碧
9
1
と
い
ふ
如
き
表
現
は
、
色
と
塞
性
と
の
｝

癒
全
同
な
る
事
を
示
・
す
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
次
後
に
於
て
「
、
室
即
是
色
」
2
ξ
客
蹴
惹
ヨ
豊
島
と
い
は
る
）
一
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
隔
隔
、
　
　
　
　
　
　
　
、
・
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

も
不
思
議
で
は
π
か
い
。
色
が
室
な
る
が
故
に
、
察
が
露
な
る
事
は
必
然
的
で
あ
る
。
然
し
た
．
が
ら
斯
く
一
身
全
同
な
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り
と
云
は
る
、
事
は
、
岡
時
に
そ
の
爾
者
が
一
に
非
る
事
を
も
意
味
す
る
は
、
論
を
侯
た
澱
所
で
あ
る
。
響
へ
ば
「
諸

行
無
常
」
な
る
一
の
命
題
に
於
て
、
諸
行
と
無
常
性
と
が
一
に
非
す
異
に
も
．
重
る
も
の
な
る
こ
と
は
、
論
書
中
屡
よ

見
ら
る
、
所
で
あ
る
。
法
な
る
諸
行
と
法
性
な
る
無
常
性
と
は
、
實
に
波
と
水
と
の
如
く
に
非
一
非
才
で
あ
る
Q
法

と
法
性
と
の
非
一
鞭
異
と
は
、
法
と
法
性
と
が
最
初
一
た
り
し
も
の
＼
界
面
と
し
て
顯
は
れ
淀
も
の
で
も
な
く
、
最

初
別
な
る
も
の
を
一
に
統
合
す
べ
き
原
理
な
の
で
も
な
い
。
今
、
察
姓
と
云
は
る
、
も
の
も
亦
斯
る
理
趣
に
於
て
理

解
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
訟
。
法
性
は
必
ず
物
に
依
る
　
（
ぴ
菰
く
身
鋒
簿
奉
）
が
如
く
、
察
性
も
亦
、
「
察
と
名
づ
け
ら
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
も
の
（
ゆ
蜜
蟹
転
官
〕
蜜
）
な
き
と
き
は
有
り
得
べ
か
ら
す
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
察
と
名
づ
け
ら
る
、
も
の
」
と

は
、
今
の
色
に
外
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
ま
た
、
先
に
は
名
昌
㌶
鋭
毒
3
薯
鶏
観
た
り
し
も
の
が
、
今
は
2
ξ
霧
鋤
奉

三
℃
融
昌
た
る
を
得
る
の
で
あ
ら
う
。

　
①
　
梵
語
交
法
に
煽
て
は
、
主
語
と
述
語
と
の
続
燐
は
無
い
も
の
で
あ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
一
文
の
主
語
と
述
語
と
の
位
置
を
韓
換
し
て
竜
、

　
　
其
の
電
離
に
相
違
の
無
い
事
は
、
他
の
釧
に
徴
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
た
壁
今
の
如
く
に
Φ
奉
と
い
ふ
強
調
の
醐
詞
が
添
加
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、

　
　
其
の
ニ
ュ
ー
ア
ソ
ス
に
相
手
を
下
す
の
で
は
あ
る
が
。
た
だ
し
既
こ
と
こ
そ
巾
槻
説
そ
の
も
の
の
上
に
よ
り
廣
く
展
踊
さ
れ
る
の
で
あ
ら
う
Q

　
②
蜜
銭
ξ
習
ぢ
く
箆
μ
薦
a
一
｝
5
ワ
ぶ
同
』
ρ

　
斯
く
し
て
中
観
を
進
じ
て
槻
取
・
せ
ら
る
、
察
と
は
、
有
の
否
定
で
あ
り
生
死
の
否
定
で
あ
る
Q
生
死
に
鞭
て
あ
る

も
の
、
そ
れ
は
常
に
鋤
§
窪
と
し
て
、
謂
は
い
欄
物
的
全
骸
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
。
墜
性
と
は
、
斯
る
も
の
が

羅
馬
否
定
態
と
し
て
の
存
在
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
故
に
斯
る
生
死
の
否
定
と
し
て
の
察
性
は
、
生
死
が
無
く
な

　
　
　
　
窓
義
よ
“
り
憶
…
性
観
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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六
八

る
短
命
で
は
な
い
。
　
一
」
切
皆
察
と
は
、
　
一
切
虚
鉦
描
と
い
ふ
墓
ザ
で
は
な
い
。
虚
　
盆
四
捨
は
樵
W
藪
㎝
に
於
て
は
損
楠
下
説
π
か
る
名
楓
鵬

の
下
に
排
斥
せ
ら
る
、
所
で
あ
る
。
察
と
は
前
述
の
如
／
＼
執
に
署
す
る
遮
断
で
あ
り
、
存
在
せ
る
生
死
に
於
て
、

冑
他
、
主
事
客
観
等
の
執
着
を
遮
す
る
事
で
あ
る
。
故
に
ま
た
室
性
と
は
、
生
死
が
本
然
の
生
死
と
な
る
事
で
あ
る
。

そ
れ
に
饗
す
る
執
着
が
塞
ぜ
ら
れ
て
あ
る
が
如
き
生
死
の
要
論
の
姿
が
、
室
性
と
辮
せ
ら
る
、
こ
と
、
な
る
。
そ
れ

は
生
死
が
無
と
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
流
縛
の
姿
と
し
て
の
生
死
の
無
と
な
る
こ
と
が
、
眞
の
生
死
、
法
性
と
し

て
の
生
死
の
有
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
執
着
の
有
で
は
な
く
．
室
国
有
な
の
で
あ
る
○
斯
く
し
て
五
蕩
皆
察
と

は
同
時
に
察
性
な
る
五
魎
の
有
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
色
師
是
察
と
い
ふ
こ
と
は
…
箪
な
る
察
で
は
な
く
、
同
時
に
室

翻
是
色
を
成
立
た
し
む
る
も
の
で
あ
る
◎
そ
れ
は
元
來
、
［
、
色
が
否
定
態
と
し
て
在
る
」
も
の
で
あ
る
か
ら
に
外
な
ら

ぬ
。
斯
か
る
意
趣
が
聴
樹
に
依
っ
て
、
始
め
て
鋭
く
展
開
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
ふ
。
し
か
も
此
の
黙
に
こ
そ
、
眞
な

る
意
味
の
飛
躍
は
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
輩
に
歴
吏
的
輪
廻
酌
な
る
五
型
に
止
ま
る
こ
と
で
は
な
く
、
超

歴
史
的
な
る
も
の
へ
の
飛
躍
で
な
く
て
は
な
ら
沁
。
翼
に
飛
躍
と
は
輩
に
縦
に
三
世
を
超
越
す
る
の
み
で
は
な
く
、

横
に
三
界
を
過
ぎ
ね
ば
な
ら
蝕
。
し
か
も
三
界
は
全
燈
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
に
は
何
も
の
も
無
い
の
で
あ
る
か
ら
、

三
界
を
超
過
す
る
と
は
、
三
界
の
内
に
沈
み
、
三
界
の
底
に
超
幽
す
る
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
沁
。
し
か
も
墨
守
是
色

な
る
室
性
は
、
斯
る
超
雁
史
的
な
る
も
の
に
依
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
た
歴
史
酌
な
る
も
の
で
あ
る
。
塞
の
世
界
に
足
を

踏
み
入
れ
る
こ
と
に
依
っ
て
、
逆
に
有
の
世
界
が
、
盗
性
と
し
て
定
立
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
7
3
．
い
。
一
般
に
輪
廻
が
法
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（
魚
冨
ヨ
影
）
と
呼
ば
れ
、
言
託
の
世
界
が
法
性
（
急
登
§
帥
践
）
と
呼
ば
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
一
切
法
の
察
な
る
事

が
、
察
性
有
と
し
て
の
法
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
濾
Q
法
は
存
在
せ
ぬ
．
然
し
な
が
ら
そ
の
こ
と
が
、
法
の
實
に
存
在

す
る
こ
と
、
法
性
で
あ
る
。
生
は
死
で
あ
る
、
然
し
な
が
ら
、
死
す
る
こ
と
が
如
實
に
生
く
る
こ
と
で
あ
る
の
と
一

般
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
然
し
な
が
ら
、
盛
性
が
斯
く
却
っ
て
有
を
有
た
ら
し
む
る
も
の
と
考
へ
ら
る
、
時
、
そ
れ
は
既
に
我
々
の
有
た
る

も
の
で
は
な
く
、
佛
菩
薩
の
後
得
清
浮
言
の
所
縁
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
た
と
へ
五
藏
と
呼
ば
る
》
と
し
て

も
、
輪
廻
す
る
も
の
で
は
な
い
Q
た
と
ひ
有
爲
で
は
あ
っ
て
も
、
無
漏
な
る
有
爲
で
あ
る
○
そ
れ
は
論
理
を
超
え
た

所
に
成
立
す
る
。
論
理
は
自
性
（
ω
く
欝
び
び
糊
く
勉
）
を
田
獲
黙
と
し
、
或
は
骨
性
（
鰍
9
彰
三
を
出
言
言
と
す
る
も
の
で
あ

ら
う
Q
然
し
斯
る
論
理
に
依
っ
て
劉
達
し
忍
べ
き
境
地
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
縁
起
性
の
も
の
で
あ
る
。
論
理

は
霞
敵
性
・
霞
滋
性
・
自
主
性
（
ω
裁
雲
望
事
）
の
上
に
成
立
つ
け
れ
ど
も
、
斯
る
後
得
清
瀬
智
の
境
は
依
他
起
（
℃
鍵
㍗

葺
暮
㌶
）
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
故
に
そ
の
空
と
は
、
斯
る
論
理
的
な
る
否
定
を
意
識
す
る
も
の
で
は
な
い
。

中
歯
の
所
謂
察
と
は
否
定
即
肯
定
な
る
が
如
き
否
定
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
蝕
○
法
び
菰
奉
の
否
定
な
る
9
ぴ
茎
養

は
、
「
察
性
有
」
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
｛
4
3
な
る
も
の
と
し
て
の
法
牲
の
顯
現
で
あ
る
。
所
謂
闇
蜜
に
富
田
を
揚
ぐ
る

が
如
く
、
燈
の
存
在
す
る
事
が
暗
黒
の
無
な
る
事
で
あ
る
。
贈
が
否
建
さ
れ
て
明
る
く
な
る
と
い
ふ
事
は
、
購
が
逃

げ
去
っ
て
、
他
の
明
な
る
も
の
が
そ
の
跡
へ
來
る
事
で
は
な
く
、
．
暗
黒
の
無
な
る
事
が
即
ち
明
の
有
な
る
事
で
あ
る
○

　
　
　
　
窒
義
よ
轟
り
三
勉
蹴
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
ハ
九
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七
〇

然
し
な
が
ら
、
そ
れ
故
に
、
否
定
郎
肯
定
と
い
っ
て
も
、
否
定
せ
ら
る
べ
き
も
の
が
同
時
に
、
或
は
高
次
元
に
於
て

肯
定
せ
ら
る
、
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
有
が
否
定
せ
ら
る
、
事
に
依
っ
て
、
肯
定
せ
ら
れ
た
る
如
き
有
が
、
塞
性
と

欝
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
斯
る
否
定
郎
肯
定
な
る
が
如
き
否
定
と
し
て
の
察
は
、
生
死
よ
り
の
解
脱
、
輪
廻
よ
り
の

還
滅
を
意
味
・
す
る
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
歴
史
的
な
る
も
の
よ
り
、
超
歴
史
的
な
る
も
の
へ
の
飛
躍
で
あ
り
、
歴

吏
的
な
る
も
の
、
否
建
で
あ
る
。
歴
史
的
な
る
も
の
が
、
否
定
を
重
事
る
事
に
依
っ
て
次
元
を
凋
む
る
に
罪
し
て
は
、

概
論
的
な
る
否
建
は
、
斯
る
次
元
性
そ
の
も
の
を
鱈
廻
す
る
事
で
あ
る
○
所
謂
所
依
を
縛
じ
て
、
眞
如
法
性
の
絶
甥

者
に
突
入
す
る
事
で
あ
る
。
所
依
（
筒
Q
3
・
巴
と
は
次
元
性
、
次
元
の
深
ま
り
で
あ
り
、
具
現
的
に
は
肉
膿
（
創
霧
e

で
も
あ
り
、
從
っ
て
取
麗
（
戸
も
劉
象
舜
ω
冨
鼠
一
類
）
で
も
あ
り
、
最
後
に
ま
た
阿
頼
耶
識
で
も
あ
る
。
歴
史
的
な
る
次

元
は
如
何
に
重
ね
ら
れ
て
も
、
斯
か
る
眞
如
法
性
の
藤
野
者
に
接
す
る
こ
と
は
な
い
。
歴
史
的
な
る
も
の
、
極
…
限
的

に
翻
る
種
の
絶
盛
者
は
考
へ
得
ら
れ
る
で
も
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
中
津
の
察
性
が
斯
る
極
限
的
な
る
絶
封
者
へ
飛
躍

す
る
こ
と
で
は
な
い
。
斯
る
意
味
に
於
て
は
塞
性
は
飛
躍
で
は
な
く
、
却
っ
て
澁
接
的
な
る
現
實
へ
の
沈
潜
で
あ
る
。

こ
れ
即
ち
逆
に
室
性
邸
ち
五
蕩
と
幕
せ
ら
る
、
所
以
で
あ
る
Q
却
っ
て
脚
下
を
照
顧
せ
し
む
る
も
の
、
こ
れ
察
性
で

あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
訟
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
以
上
述
ぶ
る
如
き
龍
樹
を
中
心
と
す
る
察
観
漱
學
に
薄
し
て
、
所
謂
喩
伽
唯
識
學
派
な
る
も
の
が
、
如
何
な
る
位
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…
撹
に
立
つ
か
に
就
い
て
は
異
論
が
あ
り
得
る
こ
と
、
思
ふ
。
鍮
伽
唯
識
學
派
な
る
も
の
は
、
無
着
三
親
を
中
心
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
後
、
玄
弊
に
依
っ
て
之
が
支
那
に
輸
入
せ
ら
れ
て
か
ら
は
、
法
相
宗
な
る
潔
き
履
誤
謬
を
生
じ
π

こ
と
は
、
衆
人
の
よ
く
知
る
所
で
あ
る
Q
而
し
て
前
者
瀧
樹
の
面
子
を
室
激
と
い
ふ
に
摩
し
、
後
者
唯
識
學
は
有
激

と
い
ふ
名
幕
を
以
て
代
表
せ
ら
れ
、
以
て
此
の
褒
者
は
相
翼
訳
せ
し
め
ら
れ
て
居
る
。
此
の
事
は
古
く
既
に
解
深
密

経
等
の
三
時
激
鯛
に
、
自
ら
を
中
道
藪
と
議
し
て
以
て
室
厳
に
封
せ
し
む
る
事
が
あ
る
等
に
山
註
す
る
も
の
で
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

あ
ら
う
か
〇
三
乗
眞
實
、
三
乗
了
義
毅
の
言
葉
は
、
唯
識
學
の
醗
慰
安
慧
の
思
想
の
中
に
も
、
現
に
見
ら
る
、
所
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

あ
る
Q
ま
た
所
謂
憲
法
・
清
辮
の
論
雫
と
謂
は
る
～
も
の
も
、
西
藏
鐸
溝
…
辮
の
論
書
中
に
も
そ
の
一
端
が
見
ら
る
、
と

の
こ
と
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
支
那
に
達
て
考
へ
ら
れ
て
居
続
室
有
の
力
立
な
る
も
の
は
．
實
は
三
論
と
法
相
と

の
点
茶
の
間
に
行
は
れ
た
支
那
的
な
る
論
語
に
由
署
す
る
の
で
あ
っ
て
、
斯
る
も
の
が
印
度
に
も
あ
っ
た
と
は
考
へ

ら
れ
な
い
○
我
が
影
響
敏
野
帳
に
於
て
も
、
雄
蕊
支
那
の
佛
激
思
想
を
承
け
織
い
で
、
此
の
忌
避
を
羽
然
隔
別
す
る

思
想
傾
向
が
「
般
に
行
は
れ
て
る
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
Q
齢
ち
塞
敢
は
實
相
論
に
立
ち
、
法
相
の
有
毅
は
縁
漣
論

を
根
糠
と
す
る
と
い
ふ
如
く
に
の
み
考
へ
ら
れ
、
こ
れ
等
爾
者
の
郎
一
乃
至
相
關
と
い
ふ
如
き
黙
に
就
い
て
は
、
籐

り
考
へ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
、
如
く
で
あ
る
G
察
性
の
有
と
い
ふ
こ
と
、
邸
ち
實
和
の
緑
熊
論
、
乃
至
縁
趨
の
實
相

論
と
い
ふ
如
き
も
の
に
就
い
て
は
、
鈴
り
思
ひ
を
潜
め
し
む
る
事
が
無
か
つ
淀
様
に
思
は
れ
る
。
從
っ
て
歴
史
的
に

は
、
實
棚
論
的
な
る
中
論
の
立
場
は
、
藏
ち
に
支
那
の
華
簾
、
法
華
等
の
一
乗
激
に
脈
絡
を
保
つ
け
れ
ど
も
、
法
相
唯

　
　
　
　
窒
義
よ
バ
リ
三
糠
画
設
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
一
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識
と
は
無
關
係
で
あ
り
、
又
世
親
の
唯
識
學
離
縁
趨
論
、
八
識
の
展
開
、
…
進
ん
で
は
如
來
藏
思
想
等
は
、
ま
た
全
く

別
途
の
説
で
あ
っ
て
、
三
論
等
と
は
無
心
係
で
あ
る
、
と
考
へ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
勿
論
黒
餅
の
法
相
唯
識
に

於
て
も
、
塞
性
が
説
か
れ
な
い
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
然
も
之
を
愚
論
等
の
察
と
は
異
る
も
の
で
あ
る
と
な
し
、

或
は
明
ら
か
に
杢
敏
に
歯
す
る
有
敏
と
し
て
含
煮
を
設
定
せ
ん
と
す
る
。
事
言
言
こ
と
が
な
く
て
は
三
論
法
祁
の
論

事
等
は
有
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
し
、
ま
た
學
的
進
歩
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
而
し
て
斯
か
る
判
然
た

る
勤
立
、
こ
れ
は
同
一
の
蕉
翁
中
に
あ
り
な
が
ら
、
　
一
は
察
を
藁
下
し
他
は
有
を
主
張
し
、
互
ひ
に
相
論
難
す
る
が

如
き
は
、
正
に
支
那
麹
敷
の
特
色
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
印
度
佛
数
の
支
那
に
麟
謬
せ
ら
れ
た
る
後
、
之
に
周
密
な

る
分
析
を
加
へ
π
支
那
的
勢
至
に
依
る
と
云
っ
て
よ
い
。
實
に
重
事
は
、
以
て
支
那
翼
翼
の
成
立
し
た
所
以
で
あ
り
、

又
そ
の
特
長
と
短
所
と
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
郎
ち
そ
れ
は
、
極
め
て
分
析
的
に
緻
密
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

叉
除
り
に
統
合
の
才
に
乏
し
か
っ
た
と
云
は
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
、
分
析
的
な
緻
密
さ
は
、
印
度
阿
毘
逮
磨
の
繁
預

な
る
法
相
の
分
類
を
そ
の
ま
、
綴
慨
す
る
と
共
に
、
之
を
不
攣
化
し
固
定
化
せ
し
め
π
黙
に
見
ら
れ
る
。
而
し
て
同

時
に
此
の
こ
と
は
、
そ
の
法
相
の
｝
々
を
参
る
何
ら
か
實
（
籍
三
男
）
と
し
て
考
へ
る
傾
向
を
馴
致
す
る
に
至
っ
た
Q

此
傾
向
は
然
し
な
が
ら
、
軍
に
法
相
宗
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
塞
性
を
総
す
る
側
に
於
て
も
亦
岡
標
で
あ
る
。

室
性
も
亦
同
襟
に
…
の
實
と
し
て
考
へ
ら
れ
、
諸
法
を
擾
撫
し
た
所
謂
似
室
に
堕
る
傾
向
を
生
じ
た
こ
と
は
、
法
相

宗
よ
り
の
批
評
に
見
ら
る
、
如
く
で
あ
る
。
斯
く
し
て
支
那
佛
教
の
緻
密
な
る
分
析
的
傾
向
は
、
固
定
的
た
．
實
有
の
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見
に
堕
し
去
り
、
分
析
の
極
、
法
相
の
枝
葉
末
節
に
拘
泥
し
て
大
本
に
蹄
押
す
べ
き
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
つ
だ
か
の

如
く
で
あ
る
。
し
か
も
斯
る
傾
向
の
産
み
出
し
た
一
の
特
徴
的
な
る
姿
は
、
教
相
制
鐸
と
い
ふ
事
で
あ
る
○
激
相
到

鐸
と
は
支
那
に
於
て
特
に
藩
る
し
く
獲
達
し
た
も
の
で
あ
り
、
普
通
に
は
支
那
に
於
け
る
佛
激
統
一
蓮
動
の
一
形
態

と
し
て
考
へ
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
斯
る
分
析
の
極
、
互
ひ
に
融
算
し
相
通
す
べ
き
モ
メ
ン
ト
を
失
っ

て
し
ま
つ
旧
事
に
由
來
す
る
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
毅
劉
な
る
も
の
は
、
一
代
佛
激
が
そ
の

ま
、
容
認
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
等
に
順
位
と
等
級
と
を
附
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
自
宗
の
み
究
極
的
な
る

も
の
と
な
す
態
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
霞
宗
以
外
は
虚
假
な
の
で
あ
り
、
結
局
不
必
要
な
る
も
の
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
此
の
こ
と
は
冬
田
顯
揚
の
年
面
を
遮
離
し
去
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
絡
に
臼
ら
の
不
完
全
性
を
暴

露
す
る
の
外
は
な
い
こ
と
、
な
る
で
あ
ら
う
。
天
台
は
華
巌
に
違
ひ
、
念
佛
は
灘
と
甥
召
す
る
○
般
若
も
法
華
も
浬

繋
も
華
嚴
も
極
樂
荘
嚴
も
、
こ
れ
等
の
諸
経
が
渾
然
融
和
せ
る
印
度
大
乗
佛
激
の
面
影
は
、
既
に
そ
こ
に
は
認
め
ら

れ
得
な
い
Q
印
度
大
乗
が
相
向
背
す
る
諸
思
想
を
そ
の
ま
、
包
含
せ
り
と
て
、
そ
の
矛
盾
を
指
適
せ
ん
と
す
る
の
は
、

實
は
矛
盾
に
は
熱
る
も
の
を
、
自
ら
之
を
理
解
し
得
な
か
っ
た
支
那
佛
澱
の
眼
を
以
て
、
印
度
を
見
ん
と
す
る
が
故

に
外
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
支
那
佛
澱
が
街
ほ
佛
敏
た
る
を
得
て
、
佛
陀
の
救
ひ
を
支
那
に
齎
ら
し
た
黙

に
就
い
て
は
、
他
に
理
由
も
存
す
る
で
あ
ら
う
。
た
い
宗
義
學
的
に
は
、
我
々
は
斯
る
支
那
三
管
的
思
想
を
以
て
、

印
・
度
佛
敏
ま
で
も
瑞
摩
す
㈹
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
と
、
世
親
無
著
の
唯
識
學
は
、
從
來
考
へ
ら
れ
た
癩
く
に

　
　
　
　
甕
義
よ
一
り
三
性
鮒
帥
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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塞
に
反
響
す
る
三
悪
と
し
て
定
立
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
そ
の
反
鋼
に
塞
の
上
に
立
つ
有
の
聡
明
を
員
指

し
た
も
の
で
あ
る
。
察
思
想
は
反
済
す
べ
き
何
者
で
も
な
く
、
却
っ
て
之
を
自
家
藥
籠
中
の
も
の
と
せ
ざ
る
限
り
、

世
親
無
著
等
の
唯
識
義
は
到
黒
し
得
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
前
馬
に
述
ぶ
る
如
く
、
龍
樹
に
依
っ
て
般
若
察
の
思

想
が
、
初
め
て
大
乗
佛
藪
と
し
て
か
、
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
若
し
唯
識
義
に
し
て
此
等
を
敏
く
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
途
に
大
乗
佛
藪
た
る
を
得
な
い
こ
と
、
な
る
で
あ
ら
う
。
斯
る
察
概
を
基
調
と
せ
る
唯
識
義
を
、
我
々
は
其

の
三
性
説
に
於
て
正
に
見
出
す
の
で
あ
る
。

　
①
藏
本
、
安
慧
註
大
乗
蕪
嚴
纏
論
縫
疏
。

　
②
　
藏
本
、
中
櫻
心
論
乾
慧
魑
…
。

　
三
野
の
法
号
宗
學
に
於
て
、
遍
計
所
軌
・
依
意
訳
・
陣
痛
實
の
三
性
説
が
比
較
的
疎
ん
じ
ら
れ
て
湿
た
こ
と
は
事
實

で
あ
る
。
そ
れ
は
舞
一
に
は
、
上
述
せ
る
如
さ
高
録
支
那
，
輝
輝
と
し
て
の
立
場
に
串
、
外
し
て
、
察
性
の
台
墨
は
有
法
の
察
、

性
を
考
ふ
べ
き
籐
裕
を
有
し
な
か
っ
た
に
山
罪
す
る
。
之
は
亦
、
成
唯
識
論
の
翻
課
三
態
た
る
玄
奨
と
、
法
相
宗
瀧

た
る
慈
異
趣
基
盤
の
性
格
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
意
号
す
る
で
あ
ら
う
。
第
二
に
は
、
法
相
宗
典
た
る
成
唯
識
論
が
、

世
親
の
三
十
、
頚
の
羅
書
た
る
こ
と
に
も
海
鏡
す
る
。
此
の
こ
と
に
就
て
少
し
く
述
ぶ
る
な
ら
ば
、
成
唯
識
論
は
三
十

．
顛
を
註
湿
し
つ
、
、
玄
装
慈
恩
の
明
を
以
て
し
て
あ
ら
ゆ
る
唯
識
敏
義
を
総
蔑
し
集
大
成
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、

然
し
三
十
．
頚
そ
の
も
の
は
、
唯
一
の
代
表
的
唯
識
論
書
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
而
し
て
名
著
以
來
唯
識
激
義
を
述
ぷ
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る
重
要
論
書
は
懸
る
多
い
。
喩
伽
蓬
頭
の
大
工
を
初
め
と
し
て
、
大
乗
荘
撒
・
中
邊
分
陰
・
雛
大
乗
・
翌
々
雪
国
は
、
何

れ
も
大
乗
を
質
し
唯
識
毅
義
を
關
明
な
ら
し
む
る
好
著
な
ら
ざ
る
は
な
い
の
で
あ
る
。
椴
親
に
も
亦
、
佛
性
論
を
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

め
と
し
て
唯
識
二
十
論
・
唯
識
三
十
頚
及
び
最
近
登
児
鞍
表
せ
ら
れ
た
三
三
輝
輝
等
が
あ
る
。
是
等
の
諸
論
書
中
、

何
故
に
そ
の
最
も
小
部
な
る
唯
識
三
十
顛
を
法
稲
車
が
中
心
典
籍
と
す
る
に
至
っ
た
か
は
審
ら
か
で
な
い
。
恐
ら
く

は
、
三
十
．
頒
が
比
較
的
唯
識
教
學
の
各
方
面
の
解
説
を
其
織
し
、
且
つ
世
親
の
著
書
中
で
も
比
較
的
後
代
の
も
の
と

考
へ
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
玄
装
渡
天
の
常
時
、
三
十
頚
及
び
三
十
頚
的
研
究
が
、
特
に
陳
那
及
び
謹
厚
等
の
影
塑
ぬ
の

下
に
、
印
度
に
於
て
は
仁
愛
、
で
あ
っ
た
こ
と
等
に
依
る
の
で
あ
ら
う
。
然
し
公
辮
に
世
親
著
書
を
見
る
時
、
三
十
頚

の
み
が
唯
識
學
の
代
表
論
書
と
し
て
最
も
重
要
な
る
も
の
と
は
云
ふ
を
得
な
い
。
今
か
り
そ
め
に
此
の
三
十
頚
と
漢

謬
を
見
な
か
っ
た
三
性
論
蝿
と
を
比
較
し
て
覧
る
時
、
此
爾
者
は
賂
同
等
の
掲
数
を
有
し
て
共
に
世
尊
長
行
は
無
い
。

而
し
て
前
者
は
、
所
載
馬
鐸
藩
論
を
中
心
と
し
て
後
に
三
牲
及
び
三
無
性
の
漱
説
を
會
通
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

第
二
十
掲
以
下
の
三
性
に
關
す
る
所
説
は
、
成
唯
識
論
に
於
て
も
、
又
安
慧
繹
に
於
て
も
、
共
に
徴
難
に
甥
す
る
答

と
し
て
、
謂
は
や
除
論
と
し
て
繹
さ
れ
て
居
る
。
之
に
反
し
て
三
性
論
は
三
性
を
中
心
と
し
て
説
明
す
る
の
で
あ
る

が
、
其
の
虚
妄
分
別
の
稲
と
し
て
其
の
最
初
に
識
露
悪
論
に
も
少
し
く
薫
れ
、
以
て
三
性
説
へ
の
伏
線
を
形
づ
く
る

の
で
あ
る
。
之
を
搬
大
乗
論
の
内
容
よ
り
見
る
な
ら
ば
、
其
の
第
一
所
知
依
命
を
よ
り
組
織
的
に
、
傍
ら
三
性
説
と

も
關
連
せ
し
め
て
解
明
し
た
も
の
が
三
十
頚
で
あ
り
、
同
じ
く
そ
の
第
二
所
知
相
分
を
、
傍
ら
識
縛
愛
論
を
も
含
め

　
　
　
　
飛
論
義
よ
り
三
性
観
ぺ
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竜
五
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一
誓
織
解
研
究
　

餓
が
一
工
欝
五
・
†
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
山
ハ

て
説
明
し
た
の
が
三
皇
論
と
も
見
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
ま
た
中
毒
分
別
論
に
於
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
第
一
相
品
を

三
十
類
が
、
第
三
眞
實
品
を
三
性
論
が
受
持
つ
と
も
見
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
然
も
振
…
論
に
見
る
も
中
熱
論
に
見
る
も
、

之
等
に
よ
っ
て
喩
伽
唯
識
敏
學
の
全
騰
が
悉
く
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
か
み
＼
此
の
導
者
は
純
粋
理
論
の
部
面

を
受
持
つ
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
る
○
幽
く
考
へ
來
7
る
時
、
更
に
そ
の
中
の
前
里
な
る
識
縛
墾
論
を
明
す
三
十
頚
が
、

決
し
て
唯
識
學
概
論
た
る
を
得
ざ
る
こ
と
は
自
ら
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
三
十
頗
も
早
耳
論
も
、
共
に
唯
識
澱
學
全
朧

の
中
の
一
部
を
改
組
織
し
、
掲
形
と
し
て
纒
め
ら
れ
た
に
外
た
ひ
ら
な
い
。
さ
れ
ば
と
い
っ
て
、
翠
雨
論
の
領
値
が
何

等
減
す
る
の
で
は
な
い
が
、
唯
だ
こ
れ
の
み
が
唯
識
澱
學
で
あ
る
と
談
信
ず
る
所
に
謬
が
生
す
る
。
而
し
て
成
唯
識

論
が
此
の
三
十
頚
の
み
を
中
心
と
せ
る
所
に
、
霞
ら
識
鵜
難
論
中
心
の
法
相
宗
が
生
じ
た
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
な

い
○
上
記
揚
愛
説
中
に
、
自
ら
三
性
に
発
駅
窯
掻
る
こ
と
は
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
「
、
四
分
三
類
舶
唯
識
講
墨
・
し
と
云
は
る
、
如

き
思
想
は
、
決
し
て
三
姓
説
を
も
己
れ
の
中
心
課
題
と
す
る
が
如
き
態
度
で
は
な
い
。

　
①
山
口
釜
、
「
乳
親
嫁
轡
二
性
論
偶
の
蓮
華
本
及
び
そ
の
註
繹
的
研
究
」
（
宗
教
研
究
、
新
第
八
雀
第
二
號
、
第
三
號
）
o

　
以
上
の
如
き
事
情
か
ら
し
て
、
支
那
法
楕
宗
に
於
て
は
比
較
納
に
三
性
説
よ
り
も
導
爆
墾
説
を
中
心
と
す
る
唯
識

學
が
行
は
る
、
に
至
っ
た
。
然
し
な
が
ら
、
斯
く
三
性
説
が
捨
て
去
ら
れ
て
良
い
か
否
か
は
、
更
に
問
題
で
あ
る
。

否
、
寧
ろ
三
性
説
は
喩
即
行
派
と
し
て
よ
り
重
要
育
論
る
位
置
を
占
む
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
學
派
の
名
幕
が
喩

進
行
9
0
讐
。
習
9
）
の
外
に
、
識
論
（
く
こ
劉
寒
く
鐘
野
ぎ
）
な
る
語
を
以
て
呼
ば
る
、
こ
と
は
、
既
に
印
度
に
行
は
れ
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た
も
の
で
あ
り
、
面
し
て
斯
く
呼
ば
る
、
こ
と
は
、
阿
頼
耶
識
を
中
心
と
す
る
識
縛
鍵
を
論
じ
だ
こ
と
に
依
る
の
で

で
も
あ
ら
う
。
至
聖
耶
の
語
は
古
く
既
に
附
含
等
に
見
戯
さ
る
、
に
は
し
て
も
、
之
を
中
心
と
し
て
論
ず
る
こ
と
は
、

少
く
と
も
前
代
の
中
槻
練
熟
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
之
と
輝
別
し
て
新
藷
敏
を
呼
ぶ
爲
に
、
「
識
論
」
な
る

語
を
用
ふ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
も
っ
と
も
な
こ
と
、
云
は
ね
ば
な
ら
澱
。
然
し
な
が
ら
そ
の
識
論
な
る
も
の
ぼ
、
軍

に
そ
れ
の
み
に
絡
る
も
の
で
は
な
い
○
総
帥
ち
虚
妄
分
別
は
、
後
に
も
述
ぶ
る
如
く
、
依
他
逸
性
と
考
へ
ら
る
、
も

の
で
あ
り
、
之
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
以
て
彼
岸
へ
の
大
道
の
根
慷
を
示
さ
ん
が
爲
で
あ
る
。
若
し
斯
か
る
佛
澱
の

重
重
が
忘
れ
ら
れ
て
、
識
轄
墾
論
が
そ
れ
の
み
で
能
事
了
れ
り
と
い
ふ
こ
と
、
な
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
正
に
無
意
昧

な
も
の
と
な
る
で
あ
ら
う
。
之
に
癒
ふ
る
も
の
は
正
し
く
三
性
説
で
あ
り
、
三
性
説
こ
そ
は
輪
廻
よ
り
解
脱
へ
の
通

路
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
識
縛
攣
論
は
、
そ
の
依
他
起
性
を
通
じ
て
必
然
的
に
三
重
論
と
な
る
べ
き

も
の
で
あ
り
、
然
ら
ざ
る
限
り
、
そ
の
意
義
は
失
は
る
、
に
至
る
。
然
も
三
性
論
が
後
に
述
ぶ
る
如
く
、
種
々
な
る

重
要
事
項
の
騰
る
べ
き
依
威
と
も
な
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
重
要
性
は
盆
よ
大
と
な
り
注
意
せ
ら
る
べ
き
こ
と
、

な
る
。
射
っ
て
濡
話
の
法
相
唯
識
に
嘗
て
、
斯
る
醐
連
の
下
に
三
輪
が
眺
め
ら
れ
だ
の
で
あ
ら
う
か
。
識
縛
墾
説

の
必
然
的
履
物
と
し
て
“
は
な
く
、
輩
に
経
に
鵠
つ
る
一
説
と
し
て
の
み
、
三
性
説
が
受
け
取
ら
れ
た
の
で
は
な
か

つ
淀
ら
う
か
。
此
の
黙
に
於
て
、
玄
義
に
輸
入
せ
ら
れ
慈
恩
に
和
承
せ
ら
れ
た
古
來
の
支
那
唯
識
學
に
癒
す
る
最
大

の
疑
問
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
齢
し
て
三
性
論
は
、
識
忌
中
に
号
せ
ら
れ
會
遣
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
考
へ
ん
よ
り

　
　
　
　
空
席
よ
内
り
蕊
性
凱
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
・
七
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一
碧
研
究
　
箪
二
百
流
・
†
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八

は
、
寧
ろ
識
論
が
獲
達
し
て
脳
性
論
と
な
り
、
或
は
三
郷
論
の
爲
に
識
論
は
豫
備
せ
ら
れ
た
る
も
の
と
解
す
べ
き
も

の
と
信
ず
る
が
故
に
、
上
述
の
二
十
の
中
に
於
て
も
、
三
性
論
掲
は
三
十
．
頚
に
比
し
て
寧
ろ
唯
識
敷
學
の
中
心
課
題

を
衝
く
も
の
と
云
ふ
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
中
細
分
別
論
に
、
眞
實
品
と
し
て
三
編
を
説
く
が
如
き
も
、
以
て
理

解
し
得
る
か
に
戚
ぜ
ら
る
、
の
で
あ
る
。

　
さ
て
上
述
の
如
き
室
思
想
は
、
唯
識
爾
係
の
論
書
中
で
は
ま
つ
中
郷
分
洲
論
和
品
に
於
け
る
諸
掲
に
も
見
ら
る
、

所
で
あ
る
Q
邸
ち
そ
の
第
一
偶
に
は
、
虚
妄
分
2
4
の
有
無
翻
と
し
て

　
　
　
　
虚
妄
分
別
は
有
り
、
そ
こ
に
爾
つ
の
も
の
有
る
に
あ
ら
す
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
　
さ
れ
ど
室
性
は
こ
、
に
有
り
、
そ
こ
に
而
も
彼
あ
り

と
云
ひ
、
同
じ
く
そ
の
第
十
三
掲
に
も
、
室
性
の
枳
と
し
て
、
今
の
第
こ
句
以
下
と
略
よ
属
様
な
る
事
を
述
べ
る
○

①

山
口
餐
氏
、
串
邊
分
溺
論
繹
疏
和
謬
本
、
一
三
頁
O
原
文
は
次
の
如
し
、

ρ
σ
財
鐸
ρ
冥
三
ζ
ゼ
。
噴
m
缶
（
ぞ
超
p
卦
欝
需
9
嵩
滞
’
・
峯
k
㌶
ミ

名
富
憶
裡
欝
く
箆
蜜
纂
。
ジ
、
簿
箪
峠
蕊
槻
鋼
ヨ
触
も
瞬
舞
鼠
自
楼
簿
ミ
＼

　
今
、
コ
爾
つ
の
も
の
有
る
に
あ
ら
す
し
と
い
ふ
中
の
爾
つ
の
も
の
と
は
所
芸
能
取
の
二
者
を
指
す
の
で
あ
り
、
此
の

二
取
の
無
な
る
は
師
ち
法
の
塞
な
る
事
を
示
す
Q
次
の
「
察
性
は
有
り
」
と
は
、
斯
く
魚
取
重
な
る
こ
と
の
有
を
示

す
。
こ
取
と
い
ふ
の
は
、
前
節
に
蓮
ぶ
る
が
如
き
實
と
し
て
の
存
在
、
法
の
存
在
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
斯
か
る

ρ
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語
は
中
野
上
に
は
殆
ん
ど
見
當
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
此
の
掲
の
全
膿
の
示
す
と
こ
ろ
は
正
し
く
中
野
的
な
る
境
地
の

説
削
で
あ
る
Q
た
w
中
杉
と
異
る
黙
は
、
初
旬
に
当
て
「
虚
妄
分
別
は
有
り
」
と
述
べ
て
、
現
實
的
な
虚
妄
分
別
を
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
リ

が
か
り
と
し
韻
楼
黙
と
す
る
所
に
あ
る
。
分
別
す
る
こ
と
、
帥
ち
施
設
し
、
言
説
し
、
所
謂
種
々
秘
る
は
か
ら
ひ
を

毒
す
事
が
先
づ
幽
襲
黙
と
な
り
、
反
省
せ
ら
る
べ
き
素
材
と
な
る
Q
し
か
も
此
の
分
別
に
特
に
虚
妄
の
文
字
を
冠
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
事
は
意
義
深
い
も
の
が
あ
る
○
虚
妄
と
は
眞
葺
替
（
び
勲
爵
9
）
な
ら
ざ
る
こ
と
、
所
謂
そ
ら
む
と
で
あ
り
、
分
別
が

斯
く
虚
妄
た
か
り
と
せ
ら
る
、
黙
に
就
い
て
は
、
既
に
哲
學
的
反
省
が
何
等
か
加
へ
ら
れ
て
居
る
の
で
は
あ
る
が
、
し

か
も
之
が
人
間
存
在
の
最
も
現
實
的
な
る
も
の
を
表
現
せ
る
黙
に
於
て
は
、
軍
に
分
別
と
い
ふ
も
虚
妄
分
別
と
い
ふ

も
鍵
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
虚
妄
分
別
の
盗
性
を
説
く
こ
と
よ
り
、
直
ち
に
そ
れ
が
三
性
説
を
引
き
逸

す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
入
々
は
氣
つ
く
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
先
づ
右
の
虚
妄
分
別
と
は
、
三
性
中
の
依
他
趣
性
で
あ
り
、
之
を
所
依
と
し
て
種
々
な
る
遍
計
所
執
の
性
が
考
へ

ら
れ
る
。
此
の
聖
者
は
法
の
垂
簾
で
あ
り
、
馴
染
の
相
で
あ
り
、
輪
廻
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
は
凡
夫
が
、
虚
妄
分
別

に
よ
っ
て
種
々
な
る
事
物
に
歪
計
魅
す
る
か
ら
で
あ
る
○
然
る
に
之
に
反
し
て
、
虚
妄
分
別
が
斯
る
執
を
全
く
離
る

る
時
、
そ
れ
は
圓
淫
事
性
と
帰
せ
ら
れ
る
。
之
は
前
者
の
法
な
る
に
齢
し
法
性
で
あ
り
、
難
染
な
る
に
酷
し
て
清
浮

で
あ
り
、
輪
廻
な
る
に
鋼
し
て
浬
盤
の
姿
で
あ
る
。
斯
く
し
て
、
遍
計
、
猛
毒
、
誤
信
の
三
性
は
別
物
で
は
な
い
、

依
他
趨
の
上
に
池
亭
執
せ
ら
れ
だ
も
の
が
遠
離
せ
ら
る
、
時
、
團
成
實
牲
の
静
寧
が
あ
る
。
故
に
遍
計
と
圓
成
と
の

　
　
　
　
窒
義
よ
d
り
三
盤
鮒
叫
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
　
　
　
　
　
　
七
ふ
ル
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哲
墨
研
究
　
第
ご
百
五
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○

爾
者
に
相
通
す
る
も
の
は
依
他
越
で
あ
る
。
斯
か
る
三
性
説
は
、
導
車
・
議
論
を
始
め
と
し
て
、
中
邊
・
荘
巌
・
三
十
類

等
に
も
す
べ
て
説
か
る
、
所
で
あ
る
。
前
説
相
田
第
一
駕
の
如
く
ん
ば
、
依
書
起
た
．
る
虚
妄
分
別
上
に
二
取
に
依
る

男
主
は
あ
り
、
斯
る
虚
妄
益
溺
の
遍
計
そ
の
も
の
が
、
直
ち
に
里
馬
實
性
と
し
て
糊
せ
ら
れ
、
圓
成
實
で
あ
り
つ
、

し
か
も
解
脱
の
諸
人
に
あ
ら
ざ
る
は
、
街
圓
成
實
が
二
取
な
る
遍
計
を
離
れ
ざ
る
に
依
る
と
の
義
で
あ
る
。
斯
く
依

他
起
が
資
性
を
統
一
す
る
位
遷
に
立
つ
が
故
に
、
三
界
は
唯
虚
妄
分
胴
（
撃
墜
窮
饗
乏
く
a
蓼
∋
鋤
什
㌶
）
と
覆
せ
ら
れ
、

從
っ
て
唯
識
（
〈
管
簿
讐
ぎ
蝕
ぎ
）
と
乱
せ
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
又
此
の
故
に
、
三
山
の
非
…
非
異
が
考
へ

ら
れ
る
。
若
し
蛮
性
が
一
な
り
と
す
る
た
♪
ら
ば
、
輪
廻
も
解
脱
も
無
と
な
る
で
あ
ら
う
し
、
又
三
性
が
異
な
り
と
す
れ

ば
、
輪
廻
よ
り
解
脱
す
る
と
い
ふ
事
は
途
に
無
く
な
る
で
あ
ら
う
。
斯
く
非
一
非
異
な
る
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
の
は
、

遍
計
の
遠
離
が
圓
成
た
．
り
と
い
ふ
所
に
馨
る
の
で
あ
っ
て
、
此
の
遠
離
と
い
ふ
こ
と
は
正
に
注
意
せ
ら
る
べ
き
で
あ

る
。
遠
離
（
予
算
霧
翌
く
旧
く
蓉
跨
舜
）
と
は
無
な
る
こ
と
で
あ
る
。
遍
計
が
遠
離
せ
ら
れ
骨
無
と
な
る
こ
と
が
厨
成
實

で
あ
る
が
故
に
、
豊
成
實
と
は
黒
革
に
外
な
ら
な
い
。
先
に
塞
性
と
は
五
趣
の
否
定
態
で
あ
っ
て
、
否
定
の
否
定
と

い
ふ
如
き
循
環
的
意
味
を
有
し
な
い
事
を
蓮
べ
た
が
、
今
三
性
説
に
撃
て
も
此
黙
は
異
る
こ
と
は
な
い
。
五
灘
に
甥

す
る
遍
計
執
の
無
な
る
こ
と
、
郎
ち
圓
成
の
法
性
な
の
で
あ
る
。

　
①
虚
妄
分
別
と
は
識
の
こ
と
で
あ
り
、
識
が
難
壁
能
取
に
趣
っ
て
分
別
す
る
鰭
を
依
他
起
と
い
ふ
。
文
と
し
て
は
中
鴨
脚
燐
論
罪
晶
第
五
偶
（
梵
本

　
　
二
二
頁
）
、
三
業
論
第
殴
偶
等
量
照
。
禽
三
十
頚
安
藁
葺
に
、
窟
ゆ
重
縁
鋸
ヨ
野
郎
喜
9
け
毒
誉
℃
§
解
義
露
寒
。
。
膨
冨
旨
嶺
彰
2
9
蔑
の
惹
㎞
難
翼
§
く

　
　
と
い
ふ
如
き
は
、
併
せ
注
意
す
べ
き
で
あ
る
（
梵
本
、
　
一
六
頁
、
　
】
七
行
）
。



　
斯
く
し
て
三
性
説
の
明
さ
ん
と
す
る
所
は
、
全
く
瀧
樹
の
察
性
と
異
る
所
で
は
な
い
。
之
れ
佛
駿
に
一
貫
し
て
流

る
、
男
君
の
叡
智
と
爾
す
べ
き
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
斯
く
三
に
し
て
一
、
一
に
し
て
三
と
し
て
「
、
あ
る
」
所
の
三

性
は
、
そ
の
。
・
く
昔
話
蚕
と
し
て
有
な
る
こ
と
よ
り
し
て
は
、
有
激
と
も
繋
せ
ら
れ
得
る
で
あ
ら
う
○
そ
れ
故
に
諸

論
書
に
は
屡
よ
三
性
が
三
相
（
一
難
餐
｝
巴
と
し
て
説
か
る
、
こ
と
の
あ
る
を
見
る
の
で
あ
っ
て
、
雛
論
所
知
職
分
に
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

性
を
説
く
の
も
、
斯
か
る
相
と
し
て
の
三
性
を
説
く
も
の
と
考
ふ
べ
き
で
あ
る
。
荘
簾
述
求
品
の
求
相
に
於
て
も
、

五
位
古
法
の
所
相
（
芭
（
。
・
＜
9
）
な
る
に
謝
し
て
、
三
相
が
能
相
（
芭
（
郭
雷
）
と
し
て
考
へ
ら
る
、
を
亘
る
（
）
蓋
し
斯

く
相
を
説
く
こ
と
は
、
喩
伽
の
過
程
の
上
の
問
題
と
し
て
顯
は
る
、
も
の
で
あ
ら
う
。
今
の
述
求
品
中
の
求
相
の
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

三
表
相
（
宣
犀
。
Q
巴
感
）
の
如
き
も
、
五
滋
が
此
の
能
相
に
依
っ
て
所
相
を
相
と
し
て
表
象
し
行
く
過
程
を
述
ぶ
る
も
の

で
あ
る
○
諸
論
書
に
三
斜
を
慮
断
・
癒
知
・
癒
護
得
と
し
て
配
せ
ら
る
、
事
の
屡
意
見
ら
れ
る
の
も
、
亦
同
心
な
る
意
趣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
基
づ
く
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
の
雨
中
邊
分
別
論
に
煽
て
は
、
銑
に
三
相
が
相
品
中
の
雛
枳
の
下
に
説
か
れ
、
虚
妄

分
別
の
相
と
し
て
灯
せ
ら
れ
て
あ
る
の
を
見
る
。
こ
れ
亦
、
稲
と
し
て
の
雨
性
で
あ
る
q
三
性
論
中
に
は
、
ま
た
斯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

か
る
意
趣
の
下
に
、
三
性
の
有
粗
と
無
闇
と
が
潜
く
説
か
れ
て
居
る
が
、
こ
れ
亦
、
三
性
を
有
と
無
と
し
て
の
相
に

依
っ
て
相
表
せ
る
に
外
な
ら
な
い
。

　
①
　
鑑
塾
曙
蟹
娼
鈴
鐸
雛
餌
旨
犀
緒
2
℃
霞
ω
「
び
曾
同
“
℃
●
9
…
ひ
ひ
”
因
9
1
邑
（
劉
蜘
α
1
禽
．

　
②
　
資
糧
、
加
行
、
見
、
修
、
究
覧
の
五
道
Q

　
③
鷺
蝕
ξ
謬
欝
く
旨
鐸
σ
Q
勲
岸
割
浩
。
い
・
。
．

　
　
　
　
杢
義
よ
り
三
瀧
鮒
随
へ
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
難
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哲
學
研
究
第
ご
百
五
十
號
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
二

　
④
　
8
江
磐
蓼
溺
奉
銭
乱
（
餅
因
鯛
範
愈
貸
i
ぶ
・

　
然
し
な
が
ら
斯
く
相
の
語
ら
る
、
ご
と
も
、
相
と
し
て
の
有
無
が
述
べ
ら
る
、
の
で
あ
っ
て
、
三
性
が
有
法
と
な

る
の
で
は
な
い
。
有
激
と
い
ふ
も
斯
か
る
有
法
を
軌
し
て
、
無
に
甥
す
る
が
如
き
で
は
な
く
、
喩
伽
の
過
程
と
し
て

の
有
に
外
な
ら
な
い
。
既
に
三
性
論
中
三
性
の
有
相
と
無
相
と
が
述
べ
ら
れ
る
中
の
、
無
梱
に
注
意
す
る
こ
と
に
依

っ
て
も
、
三
野
が
廓
単
な
る
有
法
に
獲
る
こ
と
を
知
り
得
る
で
あ
ら
う
○
蕪
骨
は
畢
覧
じ
て
執
せ
ら
る
、
も
の
無
で
あ

る
、
斯
る
顯
現
な
る
依
他
趨
に
生
す
る
の
難
な
く
、
斯
く
三
執
無
な
る
こ
と
が
圓
成
磁
性
で
あ
る
。
故
に
三
＋
頚
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

於
て
も
三
性
の
次
に
射
ち
に
三
無
性
の
解
説
が
見
ら
れ
る
○
所
謂
無
生
法
怨
（
9
鶯
言
鉱
［
薮
茎
尊
王
巴
（
脇
a
）
と
い
ふ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
は
、
斯
る
三
無
性
紅
律
す
る
叡
智
で
あ
っ
て
、
荘
嚴
経
論
蓮
求
品
に
、
同
じ
く
此
の
三
無
性
の
説
明
に
相
當
す
る

も
の
を
見
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
さ
れ
ば
と
い
っ
て
輩
に
無
な
る
も
の
で
は
有
り
得
な
い
、
そ
れ
は
喩
伽
の

所
緑
と
し
て
は
、
何
等
か
の
意
昧
で
有
な
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

①
＜
犠
巷
件
巨
馨
糞
醒
鳥
象
陣
”
早
菖
弔
節
劉
冨
円
ω
齢
占
象
脚
”
㍗
禽
“
溶
b
。
ω
一
ぶ
．

②
　
鑑
薮
劉
属
昌
器
鐸
轟
ざ
蝕
嫁
星
勲
層
℃
鍵
曹
ω
’
い
曾
訓
ワ
曾
．
耀
●
い
O
…
い
【
ワ

　
斯
く
し
て
有
に
卸
す
無
に
非
る
も
の
と
し
て
三
性
は
示
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
三
性
は
無
性
た
る
と
共
に
三
無
性
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

あ
る
。
然
ら
ば
郎
ち
之
は
眞
如
法
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
Q
事
實
．
滋
藤
論
述
求
硬
式
眞
實
に
企
て
も
、
此
の
三
性

は
法
性
と
し
て
説
か
れ
、
中
花
分
別
論
に
於
て
は
、
相
晶
第
一
に
癖
煽
の
下
に
説
か
れ
た
三
下
が
、
眞
無
品
第
三
に
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於
て
は
、
根
本
眞
實
（
白
畑
一
勲
ぼ
9
汁
け
く
勲
）
な
る
資
格
が
與
へ
ら
れ
て
、
縦
横
に
説
明
せ
ら
る
、
も
の
あ
る
を
見
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
る
○
遍
計
・
依
他
・
即
成
の
三
性
を
共
に
眞
實
と
薦
す
る
こ
と
、
此
黙
に
實
は
佛
澱
的
な
る
「
筑
ハ
熱
性
」
の
意
昧
が
存

す
，
る
の
で
あ
る
○
先
に
は
依
他
が
遍
計
を
選
離
．
す
る
事
に
よ
っ
て
、
圓
成
す
る
眞
一
貫
が
得
一
ら
れ
た
○
然
る
に
ム
ー
や
、

斯
く
遍
毒
依
他
に
依
っ
て
圖
戒
の
依
ら
れ
た
る
、
こ
の
差
扇
自
答
が
、
そ
の
ま
、
に
眞
如
法
界
の
獣
類
と
し
て
認
め

ら
れ
て
測
る
の
で
あ
る
。
巽
ぎ
冨
ぎ
な
る
細
字
は
、
此
時
初
め
て
そ
の
全
面
的
な
意
義
を
詮
は
す
も
の
と
云
ふ
べ

き
で
あ
ら
う
。
恰
も
、
先
に
は
色
即
欝
な
り
と
色
が
否
定
せ
ら
れ
た
る
に
照
し
て
、
今
は
薩
ち
に
、
斯
く
盗
な
る
こ

と
が
色
と
し
て
の
有
な
り
と
認
容
せ
ら
る
、
が
如
き
で
あ
る
Q
一
般
に
毒
性
と
は
邪
悪
な
る
も
の
を
排
除
す
る
黙
に

成
立
す
る
か
の
如
く
に
考
へ
ら
れ
易
い
。
唯
識
毅
義
に
於
て
も
、
執
を
断
じ
て
眞
に
達
す
る
の
が
、
方
便
と
し
て
鍮

急
行
と
し
て
説
か
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
樹
斯
く
し
て
得
ら
れ
た
る
圓
成
實
の
眞
實
性
は
、
却
っ
て
除
斥
す
べ
き
何

・
物
を
も
晃
な
い
事
と
な
る
。
否
、
む
し
ろ
遍
計
と
辛
棒
と
が
眞
實
な
る
が
故
に
、
圓
成
は
圓
成
た
る
を
得
る
の
で
あ

る
。
或
は
遍
計
と
依
他
と
の
翼
實
な
る
事
を
こ
そ
、
圓
成
實
性
と
は
欝
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
す
べ
て
が
そ

の
ま
、
に
翻
意
法
性
と
し
て
許
さ
れ
る
の
で
あ
し
、
寧
ろ
邪
悪
を
臨
せ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
海
蛍
を
局
号
し
て
全
顯

せ
し
め
ざ
る
結
果
を
招
く
に
過
ぎ
な
い
。
遍
計
と
依
他
と
事
跡
と
、
三
つ
な
が
ら
法
性
眞
如
た
る
こ
と
、
之
や
が
て

塞
性
の
意
味
で
も
あ
る
の
で
あ
る
Q

①

護
釜
曙
謬
農
鐸
㍑
巴
p
鰹
ぽ
習
欝
マ
い
Q
。
”
囚
曾
ご
…
ぶ
”

　
　
窪
義
よ
り
三
性
説
へ

八
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哲
學
研
究
　
第
二
責
五
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四

　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
以
上
述
ぶ
る
所
に
依
っ
て
、
唯
識
澱
學
に
於
て
三
性
説
の
述
べ
ら
る
、
こ
と
は
、
龍
樹
に
依
っ
て
高
揚
せ
ら
れ
た

大
乗
察
毅
を
そ
の
ま
、
承
け
綴
ぐ
も
の
で
あ
っ
て
、
何
ら
之
に
反
甥
す
る
如
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
る

で
あ
ら
う
。
然
し
な
が
ら
三
牲
説
そ
の
も
の
は
、
軍
に
此
黙
に
於
て
黒
き
る
「
も
の
で
は
な
く
、
次
に
蓮
ぶ
る
如
き
黙

に
依
っ
て
は
、
或
意
味
に
於
て
龍
樹
を
超
え
、
龍
樹
を
補
導
す
る
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
漁
。
そ
れ
は
第
一
に
は
、

龍
樹
を
補
ふ
も
の
と
し
て
の
理
論
的
反
省
の
深
ま
り
で
あ
り
、
、
第
二
に
、
大
乗
佛
教
の
其
髄
と
し
て
の
菩
薩
撹
の
確

立
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
籠
樹
の
塞
は
、
前
來
屡
よ
説
く
が
如
く
に
、
色
乃
至
五
畜
の
端
的
な
る
否
定
で
あ
る
。
斯
く
否
定
す
る

所
以
の
も
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
察
性
或
は
法
牲
の
有
を
指
示
し
開
顯
す
る
所
に
あ
っ
た
。
故
に
彼
に
総
て
は
否
定

部
肯
定
と
い
は
れ
、
破
邪
齢
顯
正
と
な
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
之
は
、
軍
に
斯
か
る
否
定
に
よ
っ
て
、
肯
定
面

の
存
在
を
指
示
し
た
に
と
や
ま
る
。
其
庭
に
は
否
定
面
よ
り
肯
定
面
へ
の
輻
換
の
媒
介
と
な
る
べ
き
何
物
も
な
く
、

從
っ
て
又
、
肯
定
面
に
黒
し
て
の
論
理
的
展
開
も
無
い
。
勿
論
勝
義
粟
野
如
が
、
不
可
言
説
で
あ
り
不
可
思
議
で
あ

る
こ
と
は
、
瀧
樹
の
先
に
も
後
に
も
同
様
で
は
あ
る
が
、
察
性
全
現
の
爲
に
は
、
殊
に
宗
義
上
の
理
論
的
根
糠
の
爲

に
は
、
寧
ろ
否
定
せ
ら
る
べ
き
媒
介
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
否
寄
せ
ら
る
べ
き
媒
介
と
は
、
此
慮
に
依

茶
気
如
と
も
撫
せ
ら
る
、
如
き
も
の
で
あ
る
。
五
葱
の
否
定
と
い
ふ
如
き
は
．
斯
る
意
味
に
於
て
媒
介
と
考
へ
ら
る
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べ
き
で
な
い
こ
と
は
、
第
一
節
に
述
ぶ
る
所
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ら
う
Q
窪
樹
に
潤
て
は
～
般
に
自
性
の
否
定
の

み
が
考
へ
ら
れ
、
媒
介
と
し
て
の
否
定
の
場
所
が
考
へ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
Q
從
っ
て
そ
れ
は
無
媒
介
な
る
「
さ

と
り
」
の
溶
接
的
な
る
表
現
に
外
な
ら
な
い
○
も
っ
と
も
無
媒
介
な
る
塞
．
性
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
媒
介
的
な
る
も

の
》
究
極
に
考
へ
ら
る
、
如
き
或
種
の
絶
樹
者
で
は
な
い
、
斯
か
る
絶
儒
者
は
そ
れ
自
・
身
一
の
禽
嫌
な
る
有
と
堕
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
の
で
あ
る
。
室
ぜ
ら
る
、
自
性
そ
の
も
の
が
塞
性
た
び
り
と
い
ふ
事
は
、
却
っ
て
察
性
が
五
蔽
に
即
下
て
あ
る
事
を

意
味
す
る
。
い
は
“
五
葱
の
裏
に
塞
性
が
見
田
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
五
藤
の
あ
る
べ
き
標
と
し
て
の
塞
性
な
の
で
あ

る
か
ら
、
斯
か
る
察
性
は
、
五
悪
の
滅
無
し
た
所
謂
茨
身
滅
智
の
浬
繋
で
あ
る
の
で
も
な
い
。
斯
か
る
と
こ
ろ
に
は
、

法
性
と
し
て
の
察
性
ぱ
成
立
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
斯
く
し
て
空
性
は
、
無
媒
介
的
に
「
直
入
」
せ
ら
る
べ
き
も
の

で
あ
る
○
そ
こ
に
何
等
媒
介
的
な
る
も
の
、
場
所
的
な
る
も
の
を
考
へ
る
事
は
出
來
な
い
。

、
然
し
な
が
ら
之
に
反
し
て
、
三
性
説
に
於
て
依
他
匙
性
の
考
へ
ら
る
、
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
な

い
。
遍
計
執
が
捨
離
せ
ら
れ
て
圓
成
實
の
顯
現
す
る
こ
と
は
．
上
の
如
き
中
論
所
労
に
等
し
い
が
、
蜥
く
捨
離
せ
ら

る
、
こ
と
は
依
他
超
性
に
於
て
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
依
他
起
性
は
圓
成
實
性
と
非
一
非
異
な
の
で
あ
り
、
從

っ
て
ま
た
、
三
性
は
非
一
驚
異
で
あ
る
。
斯
く
し
て
依
他
界
は
遍
計
と
團
成
と
の
媒
介
者
乃
至
そ
の
統
一
者
の
位
機

に
立
つ
。
も
と
唯
識
敏
學
が
最
初
に
そ
の
反
省
の
調
象
と
し
て
取
上
げ
た
も
の
は
，
虚
妄
な
る
も
の
．
師
ち
そ
れ
は

分
別
で
あ
り
識
で
あ
っ
た
。
識
、
と
は
こ
の
朧
を
分
て
ば
八
灘
と
は
な
る
が
、
総
じ
て
は
阿
頼
耶
と
辮
…
せ
ら
れ
、
常
に

　
　
　
　
窒
義
よ
琴
三
性
號
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
玉
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ハ

能
取
と
下
取
、
郎
ち
生
観
と
客
槻
と
を
涯
賦
す
る
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
斯
る
虚
妄
な
る
も
の
を
、
識
・
阿
頼
耶
識

と
考
ふ
る
こ
と
に
依
っ
て
．
輪
廻
と
還
滅
と
が
説
明
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
な
く
ば
迷
も
悟
も
無
な
る
こ
と

と
な
る
。
郎
ち
識
は
斯
く
し
て
迷
悟
、
染
浮
の
所
依
と
な
る
も
の
で
あ
る
◎
こ
れ
郎
ち
附
頼
意
識
が
常
に
　
9
窮
冨

（
所
依
）
と
し
て
考
へ
ら
る
、
所
以
で
あ
る
。
塾
し
て
既
の
虚
妄
分
別
な
る
識
性
が
依
他
趨
性
な
る
こ
と
を
愚
ひ
合
す

時
、
依
他
の
上
述
の
如
き
遍
計
・
墨
壷
と
の
纏
頭
は
更
に
明
瞭
と
た
．
る
で
あ
ら
う
○
實
に
依
他
覆
は
、
阿
頼
耶
が
難

染
と
清
浄
と
の
輪
止
な
る
が
如
く
に
、
遍
計
と
圓
成
と
の
所
依
と
な
り
媒
介
と
な
り
、
そ
の
統
合
者
た
る
の
位
遣
を

涼
む
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
眞
に
庵
る
依
盲
鰻
の
機
見
、
又
そ
れ
が
二
重
、
耶
と
し
て
説
明
せ
ら
る
、
所
に
、
唯

識
論
者
の
眞
面
濤
は
あ
る
。
而
し
て
解
脱
と
は
、
荘
巌
経
論
等
の
麗
々
に
見
ら
る
、
如
く
．
識
の
轄
依
（
碧
毒
饗
℃
甲

翁
く
嘗
琶
　
に
よ
っ
て
．
法
堺
に
悟
入
す
る
こ
と
で
あ
る
Q
之
郎
ち
依
他
が
遍
計
を
遠
離
し
て
圓
成
を
顯
現
す
る
に
外

な
ら
な
い
。
斯
る
縛
依
の
可
能
な
る
所
以
の
も
の
も
亦
、
3
㌶
饗
と
し
て
の
依
再
起
の
存
在
に
外
な
ら
澱
。
此
黙
を

中
畑
は
す
べ
て
敏
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
彼
に
於
て
は
、
遍
計
よ
り
直
ち
に
圓
成
へ
の
悟
入
の
み
が
説
か
れ
る

の
で
あ
る
。

　
斯
る
依
他
起
性
に
於
け
る
所
依
の
輪
廻
も
、
若
し
三
性
が
軍
に
並
列
的
・
臆
面
的
な
關
係
に
あ
る
な
ら
ば
行
は
れ

得
な
い
で
あ
ら
う
が
、
　
三
性
が
非
一
品
異
な
る
が
故
に
解
脱
は
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
Q
此
威
に
も
亦
、
古
來
の

法
朝
宗
義
に
遮
る
限
り
は
、
三
性
は
動
も
す
れ
ば
並
列
酌
・
軍
面
的
で
、
立
膿
的
な
瀾
係
を
示
す
如
く
に
は
考
へ
難
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い
。
成
唯
識
論
憲
入
の
三
性
の
説
明
に
於
て
は
、
既
に
類
に
も
斑
つ
る
非
一
非
異
の
語
を
繹
す
る
場
所
で
あ
る
か
ら

そ
れ
軽
で
も
な
い
が
、
憲
二
・
三
の
識
の
四
分
説
を
説
く
に
當
っ
て
、
四
分
を
依
他
と
圃
繁
し
て
、
安
慧
の
二
分
（
膀

能
取
）
遍
計
依
他
説
に
題
離
せ
ん
と
す
る
あ
た
り
に
は
、
如
何
に
し
て
も
三
性
非
異
の
思
想
は
窺
ふ
を
得
な
い
。
三

期
は
、
｝
慮
三
筋
と
し
て
の
分
野
を
分
ち
つ
、
も
、
こ
れ
一
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
○
此
黙
が
左
記
の
婿
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
異
門
を
遽
ぶ
る
黙
に
も
よ
く
示
さ
れ
て
み
る
○
旧
く
、

　
　
復
次
、
此
三
自
性
鴬
異
確
信
異
。
極
言
非
異
非
愛
染
Q
謂
、
依
他
起
壷
鐙
、
由
総
門
故
成
田
他
起
、
郎
此
臼
性
、

　
　
由
異
門
故
成
遍
計
所
執
、
野
饗
自
性
、
ぬ
異
門
翼
成
圓
成
田
。
（
玄
舞
諜
）

郎
ち
一
な
る
依
他
趨
性
が
、
或
條
件
の
下
に
は
依
他
超
と
も
呼
ば
れ
、
又
他
の
條
件
に
よ
っ
て
は
、
遍
計
と
も
圓
成

と
も
呼
ば
れ
得
る
事
を
知
る
の
で
あ
る
。
異
門
に
よ
つ
・
て
三
性
あ
り
と
は
、
依
他
の
異
名
と
し
て
樹
齢
あ
る
事
に
外

な
ら
な
い
。
た
㎏
依
他
郷
が
識
と
し
て
考
へ
ら
る
、
時
、
識
は
虚
妄
分
別
な
る
が
故
に
、
常
に
遍
計
と
考
へ
ら
る
べ

き
で
圓
成
と
は
窮
し
得
べ
か
ら
ざ
る
黙
の
あ
る
こ
と
、
安
慧
の
明
ら
か
に
す
る
が
如
く
で
な
け
れ
ば
な
ら
澱
。
依
他

超
性
は
斯
く
し
て
、
総
計
・
圓
成
の
統
合
潜
と
し
て
考
へ
ら
る
、
。
細
論
は
そ
の
耳
癖
の
態
皮
が
、
特
に
依
他
を
中

心
と
し
て
説
く
も
の
、
如
き
外
観
を
呈
す
る
が
、
右
の
所
引
の
文
が
既
に
そ
う
で
あ
り
、
ま
た
常
に
遍
計
・
二
成
に

先
だ
つ
て
最
初
に
依
他
が
蓮
べ
ら
れ
、
特
に
依
他
に
就
て
記
述
せ
ら
る
＼
所
が
多
い
○
然
し
此
の
こ
と
は
、
上
の
如

く
依
他
が
遍
計
量
戒
の
統
　
合
的
媒
介
三
位
概
を
有
す
る
事
よ
り
考
へ
、
ま
た
依
他
と
は
根
本
佛
駿
以
來
・
の
縁
起
と
い

　
　
　
　
空
事
よ
り
三
性
賦
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
七



　
　
　
　
哲
學
研
究
　
第
二
百
五
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
質

ふ
概
念
に
等
・
し
い
事
を
考
へ
合
す
な
ら
ば
、
當
然
な
る
事
に
想
ひ
至
る
で
あ
ら
う
。
中
論
に
於
て
自
性
と
察
と
が
生

死
と
浬
整
と
し
て
考
へ
ら
れ
、
自
性
察
な
る
事
に
よ
っ
て
縁
起
法
の
義
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
此
の
縁
越
法
が
ま
た

生
死
渥
繋
の
統
合
者
と
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
澱
こ
と
を
意
写
す
る
。
．
葡
し
て
此
の
統
合
者
と
し
て
の
縁
起
法
が
、
依

他
越
性
と
し
て
別
立
せ
ら
る
、
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
性
説
は
完
備
せ
る
形
を
具
ふ
る
事
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ

れ
故
に
依
他
起
は
最
初
虚
妄
分
2
4
な
る
識
で
あ
る
と
共
に
、
最
後
に
縁
起
法
で
あ
り
、
斯
く
て
終
に
之
を
中
心
と
し

て
、
生
死
よ
り
の
解
脱
が
胴
示
せ
ら
る
、
事
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
、
何
故
に
三
性
は
三
の
み
あ
っ
て

四
二
は
五
に
昇
る
か
と
の
疑
問
も
、
容
易
に
解
濡
す
る
で
あ
ら
う
。
自
性
と
盛
、
或
は
法
と
法
燈
と
の
二
面
の
考
へ

ら
る
、
如
性
（
け
9
窪
霧
帥
）
に
曾
て
、
此
二
を
統
一
し
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
の
依
他
を
設
定
す
る
が
故
に
三
と
な
っ

た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
三
の
事
物
（
＜
霧
9
）
の
有
を
い
ふ
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
①
佐
々
木
月
樵
、
漢
課
四
本
勤
照
購
大
粟
論
、
三
七
頁
。

　
斯
く
の
如
く
に
し
て
、
法
と
法
性
と
の
媒
介
者
と
し
て
の
依
他
が
考
へ
ら
れ
、
之
を
中
心
と
し
て
大
乗
佛
澱
の
敏

理
が
獲
展
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
同
時
に
第
二
に
、
菩
薩
道
の
確
立
を
齎
し
た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
○
蓋
し
大

乗
と
は
菩
薩
滋
の
精
算
に
辛
き
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
な
く
ば
、
大
乗
も
眞
に
大
乗
た
る
を
得
な
い
。
而
し
て
中
論

の
如
き
は
、
唯
識
の
諸
論
書
に
比
し
て
寧
ろ
破
邪
に
の
み
專
ら
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
積
極
的
な
る
大
乗
激
の
樹
立

の
面
に
乏
し
い
。
瀧
樹
大
智
度
論
の
如
き
は
、
正
に
菩
薩
精
一
に
依
馴
せ
る
も
の
な
る
に
拘
は
ら
す
、
中
論
に
は
そ
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の
影
を
鯨
り
多
く
見
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
所
謂
止
観
の
喩
伽
を
初
め
と
し
て
、
諸
波
羅
蜜
、
画
地
の
修
轡
よ
り
、

乃
至
佛
性
・
輝
輝
・
霊
智
・
佛
壌
土
の
観
察
に
至
り
、
ま
た
所
謂
十
善
巧
其
實
に
依
っ
て
は
、
原
始
佛
激
的
な
諸
法
祁

ま
で
が
取
入
れ
ら
れ
組
織
大
成
せ
ら
れ
た
の
は
、
す
べ
て
喩
伽
師
の
た
ま
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
ま

た
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
唯
識
よ
り
三
性
説
へ
登
癒
す
る
上
蓮
の
如
き
所
説
を
働
蟻
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
あ
ら

ゆ
・
る
難
ハ
實
と
幕
せ
ら
る
、
も
の
は
、
正
に
中
邊
分
別
論
最
ハ
實
品
に
総
括
し
て
述
べ
ら
る
、
所
で
あ
り
、
而
し
て
そ
れ

ら
す
べ
て
の
根
本
眞
實
と
し
て
、
三
牲
が
説
か
る
、
か
ら
で
あ
る
。
四
聖
諦
も
四
法
印
も
、
世
俗
・
第
一
義
の
二
謙

も
、
笹
丘
も
、
す
べ
て
は
三
性
説
と
し
て
説
明
せ
ら
れ
、
從
っ
て
ま
た
三
豊
の
閣
連
に
煽
て
理
解
せ
ら
る
べ
き
も
の

で
あ
る
こ
と
が
、
・
そ
こ
に
は
詳
細
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ
等
が
す
べ
て
菩
薩
撹
と
し
て
認
め
ら
る
、

に
至
る
こ
と
も
亦
．
上
の
三
性
説
に
依
る
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
Q
蓋
し
下
に
記
す
る
如
き
意
昧
よ
り
し
て
、
三

性
説
は
菩
薩
鍾
精
帥
の
中
核
を
衝
く
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
然
る
に
菩
薩
滋
の
精
紳
と
は
果
し
て
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
○
噸
る
多
岐
多
端
に
わ
た
る
大
乗
菩
薩
滋
の
全

膿
に
蓮
じ
、
そ
の
七
癖
と
な
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
甚
だ
困
難
で
あ
り
議
論
の
あ
る
所
で
あ

ら
う
と
思
ふ
。
然
し
な
が
ら
今
は
か
り
に
、
斯
る
中
「
心
的
精
紳
と
し
て
、
所
謂
生
死
調
査
盤
に
山
來
す
る
不
住
浬
磐

と
い
ふ
思
想
を
取
ト
…
げ
て
見
た
い
と
思
ふ
◇
蓋
し
不
住
馬
繋
は
あ
ら
ゆ
る
菩
薩
道
修
警
の
究
極
的
昌
的
だ
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

あ
り
、
「
菩
薩
は
細
雨
の
爲
に
湿
す
、
離
毒
せ
ざ
る
爲
に
も
あ
ら
す
．
但
、
不
住
浬
磐
の
爲
に
修
響
す
」
る
の
で
あ
る

　
　
　
　
空
蒔
義
よ
り
繭
二
姓
凱
へ
　
r
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
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九
〇

か
ら
で
あ
る
○
而
し
て
叉
、
逆
に
、
斯
る
不
住
浬
鍵
と
い
ふ
事
實
よ
り
し
て
、
先
づ
菩
薩
の
大
願
は
生
れ
、
菩
薩
の

大
行
は
生
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
①
　
由
　
口
釜
、
中
邊
分
燐
論
繹
疏
和
繹
本
、
二
九
九
頁
。
爾
、
同
じ
く
ヨ
一
九
頁
、
轟
轟
。

　
然
る
に
既
の
菩
薩
の
不
佳
耳
蝉
な
る
思
想
こ
そ
は
、
正
し
く
三
性
説
、
殊
に
そ
の
湿
婆
起
性
よ
り
進
展
す
べ
き
性

質
の
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
不
住
淫
鍵
と
は
湿
鍵
に
も
上
せ
す
生
死
に
も
住
せ
ざ
る
の
義
で
、
大
悲
の
故
に
生

死
を
呈
せ
す
、
　
大
智
の
故
に
生
死
に
住
せ
ざ
る
こ
と
、
　
歯
黒
浬
盤
の
謂
に
外
な
ら
澱
。
　
然
る
に
斯
る
不
住
浬
契
の

あ
る
べ
き
場
所
と
し
て
は
、
圧
し
く
依
他
趨
性
の
世
界
の
外
に
は
あ
り
得
な
い
Q
不
住
浬
盤
の
根
茎
に
横
は
る
も
の

は
、
生
死
鶴
里
葵
の
事
實
で
あ
る
。
而
し
て
遍
計
は
生
死
の
翫
界
で
あ
り
、
圓
戒
が
軍
畑
で
あ
り
、
此
爾
潜
の
統
一
、

者
と
し
て
の
依
願
越
鞭
の
優
界
な
る
事
を
考
へ
合
せ
る
な
ら
ば
、
趨
ら
之
が
不
住
浬
葵
の
理
論
的
根
糠
た
る
事
に
氣

つ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
遍
計
た
る
と
共
に
圓
成
な
る
が
如
き
雛
格
の
依
他
に
於
て
、
癬
も
三
性
の
非
一
非
異
が
考
へ

ら
る
、
時
、
始
め
て
．
生
死
に
も
塾
せ
す
、
浬
繋
に
も
住
せ
ざ
る
菩
薩
行
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。
若
し
此
の
こ
と
が

な
く
、
軍
に
遍
計
と
築
成
と
の
み
で
あ
っ
て
、
し
か
も
隔
然
相
離
れ
煽
距
た
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
は
、

生
死
の
苫
を
逃
れ
て
解
脆
の
浬
盤
に
入
ら
ん
と
の
思
想
以
外
は
あ
り
得
た
趣
い
で
あ
ら
う
。
斯
る
小
乗
の
行
を
捨
て
、

菩
薩
行
の
興
漣
し
た
こ
と
は
、
正
に
三
性
説
菜
根
膿
に
依
る
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
澱
。
而
し
て
妙
薬
、
無
論
所
知

　
①

相
分
の
中
に
も
、
梵
問
緯
の
交
に
、
何
故
に
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如
來
不
得
生
死
、
不
得
浬
繋

と
言
は
る
、
か
、
と
問
ひ
、
之
に
醤
し
て
、

　
　
於
依
他
趨
自
性
中
、
依
遍
羅
所
執
自
性
及
圓
成
實
自
性
、
生
死
浬
盤
無
差
別
籍
意
。

即
ち
、
依
他
趨
性
中
の
遍
計
班
執
性
と
圓
成
下
牲
と
の
存
在
に
よ
り
、
生
死
と
盛
事
と
無
差
別
な
り
と
答
へ
て
居
る
。

経
に
得
と
い
ふ
の
ぱ
漸
藏
の
9
づ
お
二
審
帥
ち
（
慈
ギ
ご
巴
》
ゴ
で
あ
っ
て
、
認
識
す
る
、
結
す
る
、
勢
別
す
る
の
義

で
あ
る
か
ら
、
之
は
正
し
く
ぱ
生
死
郎
浬
繋
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
更
に
進
ん
で
は
此
の
故
に
不
住
心
急
の
思
想

を
も
演
印
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
帥
ち
生
死
帥
浬
磐
な
る
が
故
に
、
生
死
に
も
為
せ
す
浬
磐
に
も
議
せ
ざ
る
菩
薩
の

行
と
果
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
斯
く
あ
る
場
班
と
し
て
、
依
他
雨
性
が
考
へ
ら
れ
る
と
思
ふ
。
依
他

藩
性
が
後
感
温
浮
世
間
智
の
露
な
る
こ
と
よ
り
考
へ
見
せ
て
も
、
斯
か
る
菩
薩
の
大
用
…
の
産
れ
出
　
つ
る
経
輪
た
る
を

知
る
の
で
あ
る
。

　
①
騒
大
粟
論
、
前
掲
本
、
四
三
頁
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
豆
蔦
の
如
く
に
し
て
、
三
性
説
が
龍
樹
の
大
乗
佛
激
を
補
ふ
も
の
で
あ
り
．
以
て
菩
薩
溢
の
樹
立
が
行
は
れ
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
然
し
な
が
ら
構
一
つ
こ
、
に
注
意
す
べ
き
は
、
上
の
如
き
菩
薩
道
な
る
も
の
も
、
之
が
言

葉
と
な
り
施
設
せ
ら
れ
た
限
り
に
於
て
は
、
ま
た
筑
ハ
實
（
露
場
包
と
云
は
る
べ
き
資
格
を
失
ふ
の
下
面
が
あ
る
。
語

　
　
　
　
窒
義
よ
弓
蹉
轍
親
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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ら
れ
た
る
眞
實
は
眞
に
慰
ハ
實
で
あ
る
こ
と
は
藁
箒
な
い
、
眞
實
は
飽
く
ま
で
も
不
可
言
説
・
不
可
思
議
な
る
如
性
（
叶
㌘

窪
9
萄
）
で
な
く
て
は
な
ら
澱
Q
斯
る
意
昧
に
於
て
は
、
　
常
に
否
定
的
表
現
に
の
み
終
始
し
た
龍
樹
は
、
遙
か
に
微

底
的
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
“
然
し
そ
れ
は
歪
な
る
指
示
、
愈
愈
と
い
ふ
如
き
も
の
で
、
其
臓
に
は
媒

介
的
な
る
反
省
は
行
は
れ
て
は
居
な
い
の
で
あ
る
○
斯
る
黒
黒
よ
り
す
る
な
ら
ば
、
今
や
更
め
て
三
性
説
は
、
そ

れ
唐
膿
が
法
と
法
牲
と
の
媒
介
者
た
る
の
地
位
を
占
む
る
で
あ
ら
う
。
先
に
は
三
幅
中
の
依
他
が
、
遍
計
と
圓
成
、

即
ち
法
と
法
性
と
の
媒
介
者
た
る
事
を
説
い
た
、
然
し
な
が
ら
今
は
こ
れ
と
同
一
で
は
な
い
。
勿
論
依
他
が
遍
計
を

遠
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
圓
成
た
り
得
る
と
い
ふ
一
連
の
三
性
説
に
依
っ
て
、
此
の
こ
と
は
残
す
所
な
く
言
ひ
悉
く

さ
れ
、
　
一
歩
も
こ
れ
に
附
加
ふ
べ
き
何
物
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
霧
こ
れ
は
有
的
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
蟻
論
を
初
め
と
し
て
、
中
邊
分
別
論
証
に
於
て
す
ら
、
常
に
依
虚
無
牲
が
媒
介
者
と
な
る
が
故
で
あ

る
Q
依
鎖
病
は
有
で
あ
り
、
主
な
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
こ
れ
を
中
心
と
す
る
思
想
的
狡
展
が
、
有
的
な
る
色
彩

を
帯
ぶ
る
こ
と
は
底
心
で
あ
る
。
唯
識
教
が
有
激
と
し
て
頑
な
に
考
へ
ら
る
、
に
至
っ
た
こ
と
も
、
斯
る
黙
に
由
來

す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。

　
然
し
な
が
ら
、
鷺
ハ
に
如
性
た
る
も
の
は
、
眞
察
と
も
妙
有
と
も
云
は
る
べ
き
も
の
で
は
た
．
い
。
立
言
其
如
は
、
軍

に
多
言
眞
如
た
る
が
如
シ
心
・
を
得
な
い
。
言
詮
せ
ら
れ
た
る
も
の
は
、
そ
の
故
」
一
に
既
に
虚
病
で
あ
る
。
言
詮
せ
ら
れ
た

る
も
の
に
も
．
興
理
性
、
蟹
曙
ρ
諦
と
い
ふ
意
昧
が
無
い
の
で
は
な
い
。
然
し
言
詮
せ
ら
れ
た
る
興
實
な
る
が
故
に
、
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ヘ
　
　
へ

そ
れ
は
世
俗
諦
に
外
な
ら
露
。
喩
伽
論
に
一
眞
四
俗
を
隠
す
中
、
　
一
眞
法
界
を
諜
安
立
と
す
る
が
響
町
・
・
、
か
、
る
勝

義
諦
は
、
言
詮
の
謹
得
し
得
ざ
る
所
で
あ
る
。
漢
宇
の
「
旨
」
を
以
て
表
せ
る
を
成
唯
識
論
中
に
見
る
の
で
あ
る
。
安

慧
も
亦
中
野
分
別
論
、
無
上
乗
品
正
行
無
上
を
照
す
る
時
、
随
法
行
と
し
て
の
槻
（
く
柵
工
Q
舞
9
）
が
無
顛
倒
椿
、
遜
と
し

て
説
か
る
、
所
に
は
、
そ
の
十
種
の
無
倒
の
一
々
に
、
こ
れ
は
慢
俗
に
し
て
勝
義
仁
非
る
こ
と
を
蓮
べ
て
居
る
。
斯

く
の
如
く
に
し
て
は
、
唯
識
激
浪
は
す
べ
て
世
俗
諦
の
説
と
も
欝
せ
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
謹
法
唯
識
の
み
が
世
諦

に
立
つ
の
で
は
な
く
、
此
の
黙
に
於
て
は
、
安
慧
も
亦
明
ら
か
に
同
心
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
然
し
な
が
ら
、
既

に
三
三
中
の
圓
成
實
性
は
、
元
吉
斯
が
る
世
俗
諦
を
明
さ
ん
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
依
他
趨
を

中
心
と
し
て
眺
む
る
時
、
王
述
の
如
き
有
澱
の
眞
實
を
形
成
す
る
で
も
あ
ら
う
。
然
し
若
し
ム
ー
か
り
に
厨
成
實
を
中

心
と
し
て
眺
む
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
有
激
的
で
は
あ
り
得
な
い
、
言
詮
的
・
概
念
的
で
は
有

り
得
な
い
。
郎
ち
三
十
頚
め
三
無
性
説
、
ま
た
同
様
な
る
無
性
説
が
既
に
荘
簾
、
経
論
に
も
無
生
法
怨
と
共
に
述
べ
ら

れ
、
更
に
叉
漢
灘
に
も
三
無
性
論
の
存
在
す
る
が
如
き
は
、
斯
る
意
趣
に
幾
つ
く
も
の
と
考
ふ
べ
き
で
は
な
か
ら
う

か
Q
即
ち
斯
く
の
如
く
に
し
て
、
懲
性
が
同
時
に
三
無
性
た
る
こ
と
に
依
っ
て
、
三
性
説
そ
の
も
の
が
法
と
法
性
、

或
は
言
詮
と
不
可
説
と
の
媒
介
者
た
る
も
の
で
、
軍
に
依
他
が
遍
計
・
築
成
の
媒
介
者
た
り
と
い
ふ
に
異
る
の
で
あ

る
。
然
し
な
が
ら
爾
ほ
此
の
こ
と
の
云
ひ
得
る
の
は
、
三
性
の
關
係
、
郎
ち
依
他
が
遍
計
を
逮
離
す
る
事
に
よ
っ
て

圓
成
た
か
り
、
と
い
ふ
原
理
を
根
蝶
と
す
る
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
た
や
先
に
、
依
他
を
中
心
と
す
る
こ
と
に
依
つ

　
　
　
　
廊
皿
義
よ
り
三
性
説
へ
　
r
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
九
三



94

　
　
　
　
響
學
研
究
　
第
二
百
五
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

て
、
有
的
な
る
｝
悪
の
騰
系
を
形
づ
く
る
、
と
述
べ
た
に
籍
し
て
は
、
今
は
滋
藤
の
み
が
す
べ
て
“
あ
り
、
依
他
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

遍
計
と
圓
成
と
に
取
っ
て
換
る
事
に
依
る
、
と
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
唯
依
他
の
み
な
る
時
、
三
野
が
、
或
は
三
無

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

性
が
、
言
詮
と
不
可
言
詮
と
の
媒
介
者
と
な
る
の
で
あ
る
Q
此
の
こ
と
が
ま
た
、
唯
識
蕊
9
営
貯
習
慧
（
郎
ち
最
初
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

入
無
相
の
方
便
に
於
て
は
一
旦
捨
て
去
ら
る
べ
き
唯
識
）
が
、
最
後
に
再
び
如
性
㌶
冨
蜀
な
り
と
し
て
拾
ひ
上
げ

ら
る
、
所
以
な
の
で
も
あ
ら
う
。

　
①
　
臼
識
鯵
㍉
犀
響
こ
賊
帥
冥
剛
鑓
劉
9
9
鐘
。
。
賦
象
脳
℃
．
心
ρ
溶
●
膿
”
o
．

　
上
來
、
私
は
瀧
樹
以
來
無
蓋
世
尊
に
及
ぶ
歴
吏
的
褒
展
の
跡
を
、
些
か
あ
と
づ
け
得
た
か
と
思
ふ
。
そ
れ
は
察
思

想
に
出
狡
し
、
察
を
根
砥
と
す
る
識
叢
濃
論
よ
り
三
性
論
へ
の
楼
展
で
あ
る
。
斯
く
し
て
初
め
て
大
乗
「
菩
薩
」
は
、

全
面
的
に
そ
の
姿
を
顯
現
す
る
。
面
し
て
今
や
．
此
の
三
智
論
及
び
そ
の
必
然
的
な
結
渠
と
し
て
の
三
無
性
論
が
、

生
死
の
否
定
と
湿
葵
の
肯
定
と
の
媒
介
者
た
る
ご
と
を
知
る
に
及
ん
で
、
再
び
そ
れ
が
龍
樹
に
復
費
せ
る
こ
と
を
畳

ら
ざ
る
を
得
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
三
無
性
の
法
性
に
堕
す
る
意
義
は
、
飽
く
ま
で
龍
、
樹
冠
で
な
け
れ
ば
な
ら
澱
か

ら
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
唯
識
激
學
は
瀧
樹
の
狡
展
に
外
な
ら
す
、
瀧
樹
も
亦
、
唯
識
敏
美
的
に
理
解
せ
ら
る
、
に
依

っ
て
、
初
め
て
全
き
を
得
る
の
で
あ
ら
う
。
而
し
て
今
は
斯
る
恩
想
過
程
そ
の
も
の
が
、
自
ら
喩
伽
行
幸
の
論
書
の

品
の
構
成
中
に
既
に
現
は
れ
た
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
結
び
と
爲
さ
う
。

　
即
ち
大
乗
荘
餓
経
論
及
び
喩
脇
師
難
論
菩
薩
三
等
に
見
ら
る
、
諸
品
構
成
が
建
ち
そ
れ
で
あ
る
。
以
下
述
ぶ
る
所
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①

は
、
大
乗
荘
巖
経
論
の
、
藏
謬
に
兜
ら
る
、
無
性
註
・
安
慧
註
等
に
依
る
所
が
多
い
○
先
づ
、
荘
…
簸
経
論
前
婦
に
於
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

最
も
力
の
籠
っ
た
、
否
な
寧
ろ
全
論
の
橿
核
と
も
欝
す
・
べ
き
は
、
第
五
「
茶
利
晶
ス
℃
舜
餓
℃
簿
鉱
）
よ
り
第
九
「
豊
口
提
品
」

（
び
○
篇
ε
に
至
る
五
品
で
あ
ら
う
。
安
慧
も
無
性
も
共
に
此
の
五
品
を
指
し
て
、
菩
薩
の
「
所
摯
の
心
慮
（
ψ
夢
麟
）
」
と

繕
…
ん
で
居
る
。
此
の
五
品
に
就
て
考
察
す
る
の
に
、
そ
の
第
五
「
二
利
品
」
に
先
立
っ
て
、
「
鶴
評
議
」
（
沿
碧
瑠
？
0
9
9
ヨ
孚

奏
）
警
務
と
、
「
登
宇
品
」
（
○
葺
0
6
幾
ρ
）
第
四
と
の
二
品
あ
夢
、
そ
の
中
、
「
蹄
依
」
と
は
師
ち
登
菩
提
心
に
外
な
ら

す
、
此
の
「
狡
心
」
が
菩
薩
に
於
て
は
そ
の
大
悲
の
依
虞
と
も
な
り
．
從
っ
て
菩
薩
の
大
願
の
生
す
べ
き
源
．
と
な
る
。

そ
れ
故
に
之
は
正
に
大
照
（
ヨ
9
｝
類
喚
超
勲
）
と
繕
せ
ら
る
、
こ
と
と
な
る
。
斯
る
大
峰
に
襟
る
こ
と
に
依
っ
て
、
菩
薩

の
大
行
（
一
⇔
淘
げ
潮
門
欝
鴎
ゴ
ぴ
財
9
）
が
起
る
の
で
あ
り
、
之
．
「
二
利
品
」
の
説
か
る
、
常
膿
で
あ
る
Q
二
利
と
は
郎
，
ち
自
利
と

利
他
と
な
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
蒲
し
て
此
の
大
志
と
大
行
と
に
依
っ
て
大
果
（
欝
ρ
姦
嘗
既
9
）
な
る
菩
提
は

謹
得
せ
ら
る
、
の
で
あ
っ
て
、
之
が
第
九
「
菩
提
品
」
と
し
て
説
か
る
㌧
内
容
に
外
な
ら
濾
。
然
る
に
此
の
「
二
利
し

「
留
口
提
」
の
二
晶
の
間
に
、
先
づ
第
六
贔
と
し
て
説
か
れ
た
る
「
眞
實
品
」
（
＄
簿
養
）
は
、
そ
の
内
容
正
に
雛
舟
中
論
を

出
で
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
褐
数
僅
か
に
十
を
数
ふ
る
の
み
で
、
争
論
の
他
贔
に
比
す
れ
ば
最
も
小
部
な
る
も
の
、
一

で
あ
る
が
、
そ
の
中
心
命
題
は
、
非
有
三
無
、
非
一
難
異
等
の
無
二
の
義
な
る
第
一
義
相
（
冨
§
嵐
勤
皇
巴
客
歳
）
騨
）
を

分
別
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
中
邊
分
別
論
眞
實
品
が
、
響
く
三
性
を
説
く
が
如
き
と
は
、
　
品
名
一
な
る
に
も
關
は

ら
す
、
大
い
に
そ
の
趣
き
を
異
に
す
る
所
で
あ
る
Q
而
し
て
斯
か
る
第
一
義
相
な
る
眞
實
が
此
慮
に
説
か
る
、
こ
と

　
　
　
　
爾
詣
職
よ
魂
り
三
性
｛
翫
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
ル
五
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聯
“
墨
研
究
　
　
第
二
百
五
十
・
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

は
、
二
利
行
の
卸
せ
ら
る
、
爲
の
必
須
條
件
と
し
て
な
の
で
あ
り
、
斯
く
貫
實
に
通
達
す
る
時
、
次
の
密
通
　
（
鷲
曽

ぴ
募
く
ρ
）
を
得
し
（
策
七
「
聯
蓮
品
」
の
内
容
）
、
夏
に
自
他
佛
法
を
成
熟
（
饗
曲
弾
9
）
す
る
事
を
得
て
（
鎗
八
「
成
熟
贔
」

の
内
容
）
、
畢
に
菩
提
を
讃
得
す
る
に
至
る
（
第
九
贔
）
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
赫
し
て
今
此
麩
に
、
「
、
こ
利
品
」
に
次
い

で
「
眞
部
品
」
が
先
づ
説
か
る
、
こ
と
は
、
瀧
樹
的
た
訴
る
「
、
眞
實
」
が
、
菩
薩
行
と
し
て
の
「
暴
利
」
行
を
目
標
と
す
る
も

の
で
あ
う
、
逆
に
、
　
斯
る
「
眞
實
し
を
豫
凝
し
て
初
め
て
菩
薩
行
は
行
せ
ら
る
、
と
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
帥
ち
次

の
「
紳
捕
ご
「
成
熟
」
の
爾
品
は
．
正
に
菩
薩
行
の
當
龍
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
よ
い
。
平
し
て
最
後
に
再
び
「
菩
提
品
」

の
論
ぜ
ら
る
、
こ
と
は
、
斯
る
聞
思
修
の
三
鷹
等
に
依
る
喩
伽
行
を
経
て
．
最
高
の
菩
提
に
到
る
べ
き
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
り
、
然
も
「
菩
提
」
と
は
實
は
「
興
實
」
に
異
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
．
そ
れ
は
龍
樹
納
領
髪
乃
至
根
本
佛
激

訳
無
の
縁
趨
槻
に
依
る
解
腕
へ
の
復
讐
と
考
ふ
べ
き
で
あ
る
a
眞
實
品
が
比
較
餉
小
部
で
あ
り
、
菩
提
品
が
遙
か
に

大
部
で
あ
る
こ
と
も
、
面
罵
唯
識
學
涙
の
論
書
と
し
て
は
、
雛
樹
影
眞
實
を
豫
糊
し
つ
、
も
．
喩
聖
霊
を
経
過
す
る

こ
と
に
依
っ
て
眞
に
二
利
行
た
る
菩
薩
行
が
完
．
成
せ
ら
れ
、
誰
得
菩
提
す
・
る
も
の
な
る
こ
と
を
、
物
語
る
も
の
と
云

ふ
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
①
諺
m
舜
ぴ
籔
く
蜜
譲
欝
鐸
旨
奉
。
・
ρ
什
愚
　
鎖
算
響
鳥
姦
暫

　
　
ω
3
凹
毒
唐
箕
ご
ω
無
憂
㌶
鋸
犀
2
1
養
淫
潔
鉱
ぴ
同
熱
望
欝

　
　
両
、
野
澤
静
謹
氏
が
、
利
他
賢
蓬
の
「
蹴
球
纏
論
初
二
偶
解
説
」
に
就
い
て
紹
介
せ
ら
れ
た
る
を
蓼
照
す
べ
し
（
宗
…
教
研
究
、
薪
第
十
三
魅
第
ご
號
）
o

　
②
　
既
嘘
に
示
す
諸
癩
の
次
第
願
序
は
、
梵
太
幽
版
本
の
そ
れ
に
從
ふ
o


