
和
合
の
因
果
こ
韓
攣
の
因
果

松

尾

義

海

一

　
　
　
印
度
の
誓
學
思
想
に
二
つ
の
系
統
が
隈
別
さ
れ
て
る
る
Q
　
一
つ
な
こ
の
難
多
な
世
界
を
唯
一
の
も
の
が
自
ら
活
動
し
攣
化
し
て
で
き
た

　
　
も
の
と
み
る
立
場
で
、
こ
の
學
読
は
「
四
一
古
論
し
（
b
幾
昼
麟
手
甲
く
似
山
翁
δ
）
と
よ
ば
れ
て
み
る
。
縛
饗
論
は
、
難
多
と
し
て
後
に
結
果
す
る

　
　
も
の
が
、
何
ら
か
の
形
で
初
め
の
唯
～
な
る
原
因
の
中
に
存
在
す
る
と
い
ふ
、
「
阪
中
有
果
論
」
（
ω
拶
鱒
筋
蔓
§
o
幾
公
儀
鋤
）
の
見
解
に
基
く
も

　
　
の
で
あ
る
。
い
ま
～
つ
の
系
統
は
、
難
多
な
縫
界
を
多
く
の
異
る
要
素
が
結
合
し
集
積
し
て
で
き
距
も
の
と
み
る
「
積
理
論
し
（
餌
風
炉
日
－

　
　
び
び
即
く
顛
審
）
で
あ
る
。
こ
の
無
位
は
「
、
唯
一
の
根
本
因
が
先
在
す
る
こ
と
を
み
と
め
す
、
雑
多
な
果
に
封
し
て
、
こ
れ
ら
を
陀
も
つ
中
心

　
　
に
な
る
も
の
を
因
と
す
る
Q
こ
の
場
合
に
は
、
一
因
か
ら
多
面
が
生
す
る
の
で
は
な
く
、
因
と
果
と
は
全
く
違
つ
元
も
の
と
み
ら
れ
る
か

　
　
ら
こ
の
見
解
は
一
般
に
「
因
中
樹
果
論
し
（
仁
。
④
髄
鱒
餅
触
畷
甲
く
鯛
α
溝
）
と
よ
ば
れ
て
み
る
。
因
中
有
果
の
越
階
は
雪
間
的
で
あ
り
、
因
中
心
果

　
　
の
㍗
で
れ
塘
は
室
開
…
的
階
囚
果
關
係
と
解
鼠
壁
さ
れ
！
怠
る
る
も
の
で
あ
る
。
因
中
溝
口
果
に
基
く
繊
轟
饗
訟
は
、
多
く
は
バ
ラ
モ
ン
正
統
派
ハ
の
折
n
魚
憎
冬
田
想

　
　
で
あ
り
、
因
虚
無
果
の
積
書
説
は
、
非
正
統
派
の
思
想
に
聾
す
る
も
の
と
み
ら
れ
て
る
る
。
い
つ
れ
も
因
果
の
世
界
を
論
く
も
の
で
は
あ

　
　
る
が
、
因
果
に
つ
い
て
の
見
解
は
全
く
異
っ
て
み
る
や
う
に
み
え
る
。
そ
こ
で
こ
こ
に
因
中
有
果
論
を
叢
張
す
る
痴
愚
の
代
表
と
し
て
サ

　
　
ー
ソ
キ
ヤ
（
数
論
）
蓄
財
を
、
語
中
無
果
論
の
代
表
と
し
て
ブ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
（
勝
論
）
血
書
を
え
ら
び
、
圏
果
に
つ
い
て
の
雨
雲
の
見

　
　
解
義
そ
れ
ぞ
れ
吟
味
し
、
比
較
検
…
癒
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
印
書
暫
學
思
想
に
轟
け
る
因
果
の
翼
相
を
究
明
す
る
一
助
に
も
し
遍
い
と
愚

脚　
　
　
　
　
　
瀦
馴
ム
僻
の
閃
凹
田
軍
と
麟
W
懸
躍
の
m
凶
烈
小
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
醐
・
七
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哲
學
硲
究
第
圏
再
三
十
八
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
唄
八

ふ
。
郡
合
の
因
果
と
い
ふ
の
は
、
圏
寧
無
果
の
立
場
を
と
る
と
い
は
れ
る
ゾ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
の
擬
果
論
で
あ
り
、
韓
鍵
の
賑
果
は
サ
！
ソ

キ
ヤ
の
因
果
論
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
サ
ー
ン
キ
ヤ
は
必
ず
し
も
正
統
派
と
は
い
へ
な
い
黙
を
も
つ
が
、
そ
の
學
論
は
韓
墾
説
に
も
と

づ
い
て
み
る
。
ま
つ
ゾ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
の
因
果
論
か
ら
橡
討
し
て
み
よ
う
。

　
♂
ワ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
は
籍
巴
聚
論
で
あ
　
る
か
ら
、
こ
の
難
境
グ
漏
な
糠
界
を
多
く
の
黒
山
る
｝
嬰
素
の
櫨
木
曾
と
み
て
み
る
。
要
素
の
申
心
に
な
る
も
の

は
、
ド
ラ
ヴ
ィ
ヤ
（
史
筆
こ
く
鴇
帥
）
と
い
は
れ
る
Q
ド
ラ
ヴ
ィ
ヤ
は
「
賢
し
と
漢
課
さ
れ
る
が
、
　
一
般
に
ω
償
び
琳
摯
δ
コ
o
o
と
課
さ
れ
て
み
る
の

で
、
　
「
賢
聖
」
と
い
ふ
課
語
を
用
ふ
る
場
合
が
多
い
。
賢
彊
と
い
っ
て
も
、
ド
ラ
ヴ
ィ
ヤ
の
眞
意
が
含
ま
れ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ブ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
の
維
典
（
勝
論
経
）
は
、
こ
の
や
う
な
賢
と
し
て
地
．
水
・
火
・
風
∵
室
・
時
・
方
・
我
・
意
の
九
費
を
あ
げ
て
み
る

（
圃
・
い
伊
）
。
こ
の
費
を
中
心
と
し
て
、
性
質
や
蓬
動
及
び
共
通
性
．
差
別
性
が
こ
の
費
と
不
離
に
和
合
し
て
み
る
世
界
が
、
ブ
イ
シ
ェ
ー

シ
カ
の
世
界
で
あ
る
。
性
質
α
は
「
簸
ゆ
し
（
駿
藏
弼
9
δ
）
と
よ
ば
れ
、
隙
咽
盤
醐
経
一
は
色
。
味
・
香
・
雲
脚
。
数
・
嘗
冤
（
【
分
A
黒
）
・
別
糖
∵
ム
ロ
。
離
。

彼
髄
（
時
下
的
な
遠
隔
性
を
い
ふ
）
．
此
．
難
（
皇
室
酌
な
近
接
性
を
い
ふ
）
・
畳
・
樂
．
苦
・
欲
・
旗
・
男
能
（
努
力
）
の
十
七
徳
を
あ
げ

て
み
る
（
剛
’
納
①
G
）
o
・
こ
の
中
で
色
．
味
．
香
．
燭
は
順
次
に
火
．
水
．
地
・
風
に
和
合
し
、
畳
以
下
の
徳
は
我
と
い
ふ
費
に
瀦
合
し
数

か
ら
此
雛
ま
で
の
徳
は
、
多
く
の
賢
に
和
合
す
る
共
通
の
徳
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
徳
は
経
に
よ
れ
ば
、
費
に
依
存
し
、
徳
を
有
す
る
こ

と
が
な
く
、
結
合
と
分
離
と
を
生
す
る
原
因
に
な
ら
ぬ
も
の
、
と
い
ふ
性
格
を
も
つ
（
H
」
し
O
）
o
だ
か
ら
徳
即
ち
性
質
は
、
そ
れ
自
ら
焼

立
に
あ
る
こ
と
は
な
く
、
必
ず
賢
に
依
存
し
て
存
在
す
る
。
實
と
徳
、
即
ち
費
驚
と
性
質
は
、
不
離
に
和
合
し
て
あ
る
も
の
で
・
、
≦
9
＜
¢

＜
H
H
・
罫
H
ρ
）
、
賢
も
鼻
捻
に
は
徳
を
も
つ
て
現
れ
て
み
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
Q
思
念
に
は
脅
　
そ
の
も
の
が
濁
立
に
あ
る
こ
と
は
な
い
。

ま
た
徳
を
有
す
る
も
の
ば
必
ず
費
で
あ
っ
て
、
徳
が
さ
ら
に
穂
を
も
つ
こ
と
、
性
質
が
性
質
を
も
つ
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
結
含

と
分
離
を
生
す
る
原
因
は
、
蓬
鋤
と
い
は
れ
る
「
業
」
（
騨
鷲
錘
鋤
）
で
あ
っ
て
、
徳
で
は
な
い
。
徳
は
活
動
性
の
な
い
も
の
（
艮
胡
撒
餌
帯
9
一
）

と
い
は
れ
て
み
る
2
。
，
・
＜
・
界
・
。
紳
）
。
だ
か
ら
實
が
徳
匙
も
つ
て
現
は
れ
る
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
灘
的
に
み
ら
れ
た
も
の
で
、
徳
は
實

の
静
的
な
現
は
れ
か
元
と
み
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
次
に
蓮
動
で
あ
る
「
業
」
は
、
徳
や
賓
の
や
う
に
多
く
の
費
に
和
合
す
る
の
で
は
な
く
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必
す
一
領
に
茄
合
し
、
徳
を
も
つ
ご
と
が
な
く
、
結
合
と
分
離
と
左
生
す
る
原
因
に
な
る
も
の
、
と
い
ふ
の
が
経
の
所
読
で
あ
る
（
ド
ド
N
）
σ

業
も
徳
と
同
じ
く
｛
賞
に
和
合
し
て
あ
る
も
の
で
、
業
自
ら
が
夕
立
に
あ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
徳
を
も
つ
の
は
費
で
あ
っ
て
、
業
が
徳
を

も
つ
こ
と
は
な
い
。
業
は
結
合
と
分
離
と
を
生
す
る
原
因
と
い
は
れ
る
が
、
業
自
ら
は
無
活
動
と
み
ら
れ
て
る
る
（
＜
ω
●
＜
。
雛
・
笛
昏
。
。
）
か
ら
、

業
は
聯
動
す
る
も
の
で
は
な
い
。
蓮
動
ず
る
も
の
は
實
で
あ
っ
て
、
業
は
蓮
動
の
形
粒
指
す
わ
け
で
あ
る
Q
だ
か
ら
業
は
、
費
の
動
的
な

現
は
れ
か
π
を
賢
在
悔
し
π
も
の
と
い
ふ
べ
産
で
あ
ら
う
Q
経
に
は
業
と
し
て
、
向
上
：
墜
下
．
屈
．
仲
・
そ
の
他
の
駆
動
と
い
ふ
五
種

が
数
へ
ら
れ
て
る
る
（
H
・
一
・
メ
）
Q
ブ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
で
は
、
地
水
火
風
等
の
響
動
も
、
意
識
的
或
は
無
意
識
的
な
蓮
動
も
、
潜
心
（
《
o
ぴ
q
勢
）

行
や
解
脆
の
如
き
活
動
も
、
す
べ
て
こ
れ
ら
を
業
に
賢
し
、
す
べ
て
を
客
槻
的
に
み
る
立
場
を
と
る
も
の
で
あ
る
（
≦
9
＜
ω
・
＜
・
）
・
以
上

述
べ
元
や
う
に
、
徳
（
性
質
）
や
業
（
蓬
動
）
は
、
必
ず
費
に
和
倉
し
て
あ
る
も
の
で
、
徳
・
業
が
猫
立
に
存
在
す
る
こ
と
は
な
く
、
寳

も
ま
旋
現
賢
に
は
徳
・
業
を
も
つ
て
現
は
れ
る
Q
そ
れ
で
は
實
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
Q
経
に
よ
れ
ば
、
活
動
と
徳
と
髪
有
し

和
合
因
（
ω
節
ヨ
p
o
〈
餅
矯
一
貯
顛
域
鋤
】
P
9
δ
）
で
あ
る
こ
と
が
、
賢
の
特
質
と
い
は
れ
て
み
る
（
囲
」
・
同
9
0
こ
の
経
文
は
轡
〔
を
定
義
し
な
も
の
と
思

は
れ
る
が
、
し
か
し
費
の
申
に
は
、
室
。
時
・
方
の
や
う
に
無
活
動
と
い
は
れ
る
費
も
あ
り
（
＜
ω
・
ダ
鉾
b
。
ご
、
ま
た
、
他
の
賢
と
共
通
な

性
質
は
も
つ
が
、
自
ら
に
猫
露
な
性
質
を
も
た
な
い
時
・
方
・
意
の
如
き
費
も
あ
る
Q
だ
か
ら
こ
の
定
義
は
、
す
べ
て
の
費
に
あ
て
は
ま

る
と
は
い
へ
な
い
。
し
か
し
性
質
を
も
ち
和
合
因
で
あ
る
こ
と
は
、
費
の
特
質
と
い
っ
て
よ
い
。
ブ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
で
は
、
和
合
岡
は
賢

そ
の
も
の
を
意
味
し
、
賢
と
和
含
因
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。
性
質
や
選
言
が
賢
に
和
合
し
て
み
る
歌
態
は
果
で
あ
り
、
こ
の
果
に
樹
し

て
費
そ
の
も
の
が
和
合
因
と
な
る
。
無
下
燈
的
な
窺
物
は
、
徳
・
業
と
費
の
和
合
と
し
て
存
在
し
、
多
く
の
費
が
み
と
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば

纂
物
の
聞
に
は
共
通
性
も
あ
り
、
ま
た
差
別
性
も
み
ら
れ
る
。
共
通
性
を
「
同
」
（
総
髪
9
旨
）
と
い
ひ
、
差
別
性
を
「
異
」
（
〈
ぢ
Φ
粥
）

と
い
ふ
。
同
・
異
は
費
・
徳
・
業
に
つ
い
て
い
は
れ
る
が
、
同
は
概
括
し
て
み
る
場
合
で
あ
り
、
黒
ハ
は
限
定
し
て
み
る
場
合
で
あ
る
。
同

異
は
相
引
的
で
あ
る
か
ら
、
陶
の
大
な
る
も
の
を
求
め
て
外
延
が
廣
ま
れ
ば
、
途
に
は
存
寝
と
い
ふ
こ
と
に
蓬
す
る
。
存
在
は
「
有
性
し

（
o
o
鶉
δ
簿
鋤
）
と
い
は
れ
、
同
の
み
で
あ
っ
て
異
を
含
ま
な
い
。
質
・
徳
・
業
が
存
在
す
る
と
知
ら
れ
る
の
も
、
こ
の
有
性
に
よ
る
の
で
あ
る

　
　
　
職
合
の
因
呆
と
韓
饗
の
娘
果
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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哲
離
研
究
　
第
四
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三
十
八
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二
〇

（
＜
ψ
圃
・
罫
評
メ
）
Q
反
骨
に
外
麺
を
遍
く
し
て
異
の
方
に
す
す
め
ば
、
途
に
は
同
を
含
ま
な
い
纏
異
（
跨
趣
旨
・
〈
君
①
紹
）
に
達
す
る
へ
く
ψ

同
’
鵠
．
9
）
o
右
μ
性
と
邊
異
の
中
陥
圖
に
は
、
同
と
も
・
な
り
異
と
も
な
る
も
の
が
あ
る
。
九
實
に
つ
い
て
い
へ
げ
　
、
ど
の
賢
も
漁
貰
π
る
顯
で
一
は

同
で
あ
る
か
ら
、
賢
性
は
同
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
有
性
に
…
塾
し
て
み
れ
ば
、
費
性
は
異
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
徳
性
や
業
性
に

つ
い
て
も
い
へ
る
か
ら
、
實
性
．
徳
性
．
業
性
は
同
と
も
な
り
、
ま
π
異
と
も
な
る
（
＜
ω
・
H
・
鉾
9
）
。
同
・
異
は
こ
の
や
う
に
、
費
・
徳
・

業
に
つ
い
て
い
は
れ
る
が
、
徳
．
業
は
賢
に
和
合
し
て
み
る
か
ら
、
和
合
園
と
し
て
の
實
が
中
心
に
な
る
。

　
以
上
食
べ
π
や
う
な
賢
．
徳
．
業
・
同
．
異
．
和
合
を
「
飼
義
」
（
唱
簿
α
蘭
答
げ
2
。
－
一
般
に
は
範
聴
と
諜
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
）
と
い

ふ
。
ブ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
の
歴
皮
の
上
で
は
、
二
期
義
詮
や
紅
樹
義
読
が
現
は
れ
て
る
る
が
、
こ
こ
で
は
勝
論
経
の
説
く
と
こ
ろ
に
し
た
が

っ
て
（
同
・
凶
・
野
）
、
ゾ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
を
六
句
義
の
眞
知
に
よ
る
解
臆
を
目
的
と
し
距
敏
と
し
て
考
へ
る
。
句
義
の
世
界
は
、
和
合
因
で
あ

る
費
髭
中
心
と
し
て
、
他
の
伺
義
が
こ
れ
に
和
合
し
て
み
る
世
界
で
あ
る
。
和
合
の
原
語
は
サ
マ
ブ
ー
ヤ
（
ω
節
溢
P
p
δ
く
餌
《
鋤
）
で
、
一
般
に
は

一
畠
①
畦
①
欝
O
①
と
諜
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ま
距
8
旨
σ
冒
9
0
諜
0
5
或
は
O
O
O
甑
ω
＄
目
8
な
ど
と
講
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
登
営

は
い
つ
れ
も
、
和
合
の
も
つ
猫
特
な
意
味
を
現
は
し
9
く
し
て
る
る
と
は
い
へ
ぬ
や
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
し
ば
ら
く
胸
合
と
い
ふ
漢
謬

を
使
用
す
る
。
経
に
よ
れ
ば
「
和
合
と
は
、
そ
れ
に
よ
つ
て
、
困
と
果
と
に
つ
い
て
こ
れ
が
こ
こ
に
あ
る
（
導
ゆ
鳥
鋤
ヨ
）
と
知
ら
れ
る
と
こ

ろ
の
も
の
」
（
ノ
N
H
H
6
　
一
一
●
　
鱒
①
。
）
を
い
ふ
。
だ
か
・
b
胸
ム
ロ
は
、
m
囚
と
果
と
の
關
係
に
つ
い
て
考
へ
ら
れ
か
も
の
で
議
の
る
（
〈
賦
・
＜
ρ
〆
凱
・
轡
）
◎

こ
の
和
合
と
、
費
を
和
合
園
と
い
ふ
場
合
と
を
、
閥
蓮
さ
せ
て
み
る
な
ら
ば
、
性
質
や
響
動
及
び
同
・
異
が
、
費
に
和
合
し
て
み
る
歌
態

が
果
で
あ
り
、
こ
れ
に
冷
し
て
賢
そ
の
も
の
が
因
に
な
る
Q
だ
か
ら
句
義
の
世
界
は
、
園
果
の
世
界
と
も
い
ふ
こ
と
が
で
き
よ
う
Q
憩
合

し
て
み
る
　
囚
と
果
と
は
、
「
こ
れ
が
こ
こ
に
あ
る
」
と
い
は
れ
る
や
ろ
に
、
嗣
時
に
あ
る
も
の
で
、
只
只
的
な
前
後
の
關
係
に
あ
る
も
の
で

は
な
い
。
ゾ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
の
因
果
が
、
室
…
閥
的
　
囚
果
と
解
繹
さ
れ
る
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。
費
と
和
合
し
て
み
る
徳
や
業
に
は
、
前
に

い
つ
旋
や
う
に
活
動
性
が
み
と
め
ら
れ
な
い
。
蓬
動
ず
る
も
の
は
賢
だ
け
で
あ
る
が
、
響
動
と
費
と
は
、
恩
義
の
上
か
ら
蒼
然
と
留
別
さ

れ
る
。
活
動
性
髭
も
つ
費
と
も
π
ね
費
と
が
あ
っ
て
も
（
く
ψ
タ
群
卜
。
G
。
・
）
、
實
そ
の
も
の
と
蓮
動
と
を
置
署
す
る
こ
と
に
鍵
ゆ
は
な
い
。



ゾ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
の
句
義
詮
が
、
す
べ
て
を
国
構
的
に
不
動
化
し
て
み
る
立
場
と
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
行
動
や
時
間
の
は
い
る
図
心
は

な
く
、
し
π
が
っ
て
和
合
の
因
果
も
、
不
動
化
さ
れ
た
必
然
的
關
係
と
な
る
で
あ
ら
ち
。
し
か
し
因
果
と
い
ふ
か
ぎ
り
、
果
は
因
か
ら
生

じ
距
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
因
か
ら
果
が
生
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
勝
論
経
も
、
賢
及
び
徳
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
貧
・
徳
・
業
が
生

じ
、
業
か
ら
徳
が
生
す
る
こ
と
を
詳
し
く
論
い
て
る
る
へ
ぼ
9
H
気
・
峯
ゐ
ご
。
徳
が
費
・
徳
・
業
を
生
す
る
場
合
や
、
業
が
徳
を
生
す
る

場
合
の
因
は
、
徳
．
業
で
あ
っ
て
賢
（
H
瀦
合
瞬
）
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
の
　
囚
は
不
和
曲
玉
と
い
は
れ
る
（
＜
ψ
＜
・
拝
昏
。
禽
×
」
い
甲
◎
）
。

不
和
銅
鍋
は
、
和
合
臨
で
な
い
こ
と
を
示
ナ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
不
和
合
園
の
場
合
や
、
費
が
費
を
生
す
る
場
合
（
＜
ω
毎
し
d
げ
．
　
H
。
　
一
。
　
H
G
Q
嘩
）
の

因
果
は
、
和
合
の
因
泉
と
は
異
っ
て
み
る
。
し
か
し
徳
・
業
は
、
煎
に
蓮
べ
た
や
う
に
、
費
を
離
れ
て
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
因
か
ら
果

が
生
す
る
因
果
も
、
和
合
因
と
し
て
の
賢
に
論
い
て
生
す
る
わ
け
で
あ
る
（
訟
9
＜
ψ
客
鉾
H
，
9
。
不
和
含
因
の
圃
果
も
、
費
が
費
を

生
す
る
因
果
も
、
す
べ
て
和
合
の
因
果
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
和
合
の
函
果
も
、
因
果
で
あ
る
か
ぎ
り
、
因
か
ら
巣
が
生
す

る
閃
［
果
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
と
こ
ろ
が
和
合
因
と
し
て
の
費
と
、
果
に
あ
た
ρ
る
徳
・
業
な
ど
と
は
か
句
義
の
上
か
ら
は
蔵
番
と
隈
別

さ
れ
る
。
潮
境
と
徳
。
業
な
ど
の
腸
性
と
を
峻
別
す
る
の
が
ブ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
の
趣
旨
と
解
羅
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
だ
か
ら
費
が
、
賢

で
な
い
徳
・
業
な
ど
に
な
る
と
い
ふ
こ
と
は
あ
り
免
な
い
。
し
た
が
っ
て
和
合
の
閃
果
に
は
、
生
す
る
意
味
が
な
い
と
も
解
羅
さ
れ
よ

う
。
し
か
も
な
厭
、
費
と
徳
・
業
な
ど
と
の
關
係
が
因
果
と
し
て
現
は
さ
れ
て
み
る
の
は
、
い
か
な
る
審
幡
に
よ
る
か
。
こ
の
黙
を
明
か

に
す
る
に
は
、
因
果
の
關
係
を
示
す
瀦
合
の
翼
相
が
楡
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
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既
に
述
べ
だ
や
う
に
、
和
合
は
和
合
因
［
と
果
と
の
關
係
を
現
は
し
た
も
の
で
あ
る
。
勝
論
経
は
、
因
果
の
開
に
は
、
離
れ
て
み
る
こ
と

　
が
な
い
か
ら
、
結
合
も
分
離
も
存
在
し
な
い
（
＜
剛
周
・
群
H
G
。
し
と
説
き
、
さ
ら
に
因
果
は
、
一
で
も
別
で
も
な
い
こ
と
を
蓮
べ
て
る
る
（
＜
H
剛
●

、
罫
N
）
。
因
果
は
こ
の
や
う
に
、
結
合
す
る
こ
と
も
分
離
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
だ
一
で
も
別
で
も
な
く
、
本
号
不
可
分
離
に
結
び
つ
い

　
　
　
　
和
A
偶
の
園
田
琳
と
麟
W
灘
ハ
の
…
附
田
氷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
一
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折
問
畢
伽
鱗
究
　
　
駕
「
畷
円
百
三
十
八
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
蝋
圃

て
る
る
。
こ
の
結
び
つ
き
が
和
合
で
あ
っ
て
、
離
れ
て
は
心
立
な
な
い
こ
と
（
簿
鴇
鎚
陣
溝
田
一
山
山
び
鋤
）
、
即
ち
不
離
と
い
ふ
こ
と
が
和
含
の
本
質

を
な
す
聴
じ
ご
げ
・
》
仰
く
ψ
＜
H
岡
」
剛
・
H
曽
）
。
こ
の
不
離
性
は
「
合
」
（
の
鋤
讐
矯
◎
ひ
窺
碧
Ω
）
旬
義
と
比
較
す
れ
ば
、
さ
ら
に
明
瞭
と
な
る
。
合
は
前

に
か
か
げ
π
や
う
に
、
徳
句
義
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
和
合
句
義
と
は
登
く
別
で
あ
る
。
合
は
離
れ
て
ゐ
潅
も
の
の
結
合
で
あ
る
（
訊
山
・
く
白
り
．

一
・
一
．
鱒
9
が
、
和
合
は
本
來
不
離
と
し
て
成
立
つ
も
の
で
あ
る
。
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
は
、
合
と
封
照
し
て
瀦
合
の
特
質
髭
、
次
の
や

う
に
論
い
て
る
る
。
和
合
は
不
離
と
し
て
成
立
っ
て
る
る
か
ら
合
で
は
な
い
。
和
合
は
合
の
や
う
に
、
關
係
し
て
み
る
も
の
の
い
つ
れ
か

　
ハ
タ
ラ
キ

の
業
に
よ
つ
て
生
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
殉
關
話
し
て
み
る
も
の
の
分
離
に
よ
っ
て
滅
す
る
も
の
で
も
な
い
。
和
合
は
所
依
と
能
依
と

の
聞
に
の
み
存
在
す
る
關
係
で
あ
る
（
］
℃
⇔
d
げ
●
℃
阜
　
園
刈
b
δ
・
）
。
彼
は
ま
た
瀦
合
に
つ
い
て
門
結
合
關
係
し
て
み
る
も
の
は
無
常
…
で
あ
っ
て
も
、

〔
和
合
は
〕
合
の
や
ろ
に
無
常
性
で
は
な
い
。
有
性
と
岡
じ
ゃ
う
に
、
〔
和
合
は
〕
因
か
ら
生
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
元
か

も
有
性
が
〔
い
か
な
る
〕
量
（
認
識
手
段
）
に
よ
っ
て
も
原
因
が
知
ら
れ
な
い
た
め
に
、
常
住
と
い
は
れ
る
如
く
、
和
合
も
ま
旋
盤
じ
ゃ

う
【
に
常
住
〕
で
あ
る
。
蓋
し
い
か
な
る
量
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
〔
和
合
の
〕
原
因
は
知
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
い
っ
て
み
る
（
勺
ご
σ
詳

や
罵
鮮
）
Q
彼
の
詮
明
に
よ
れ
ば
、
和
合
は
保
つ
も
の
と
保
た
れ
る
も
の
と
の
不
離
の
關
係
で
あ
り
、
不
生
不
滅
で
あ
る
。
合
の
場
合
に
は

結
合
し
て
み
る
も
の
が
合
の
和
合
因
で
あ
っ
て
、
含
は
實
要
義
の
結
合
に
よ
っ
て
生
じ
た
徳
殉
義
で
あ
り
果
で
あ
る
か
ら
、
結
合
し
て
み

る
も
の
が
滅
す
れ
ば
、
合
も
し
元
が
つ
て
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
和
合
の
場
合
に
は
、
扇
合
さ
れ
て
る
る
も
の
が
和
合
の
原

圏
に
な
っ
て
み
る
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
和
合
し
て
み
る
も
の
が
滅
し
て
も
、
和
合
は
滅
す
る
こ
と
は
な
い
。
有
性
の
や
ろ
に
他
の
賢
に

お
い
て
和
合
は
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
（
ノ
ぶ
く
●
O
。
同
“
駆
嚇
り
嗣
頃
・
b
℃
嘩
　
の
Q
◎
ω
一
Φ
Q
o
海
亀
）
。
徳
伺
義
の
合
は
、
無
血
義
の
結
合
に
よ
っ
て
生
じ
た
果
で

あ
る
か
ら
、
費
の
分
離
に
よ
つ
て
滅
す
る
。
し
か
し
和
合
は
、
い
か
な
る
費
に
よ
っ
て
も
費
現
さ
れ
う
る
が
、
費
に
よ
つ
て
生
じ
距
果
で

は
な
い
。
果
が
生
す
る
こ
と
が
、
醗
に
和
合
〔
の
因
果
〕
な
く
し
て
は
成
立
ち
え
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
和
合
は
不
生
不
滅
で
あ
診
、

し
た
が
っ
て
常
礼
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
聯
合
は
、
自
ら
の
成
立
の
た
め
に
、
い
か
な
る
他
の
關
係
も
要
し
な
い
、
そ
れ
自
ら
猫
立

で
あ
る
と
い
は
れ
る
へ
℃
切
曲
事
偏
ミ
ρ
ミ
心
…
2
溶
薯
。
o
。
。
ど
①
。
。
野
）
。
さ
ら
に
ま
距
、
「
こ
れ
が
こ
こ
に
あ
る
」
と
い
ふ
和
合
を
現
は
す
猫
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自
の
二
念
の
聞
に
は
痴
女
が
な
く
、
ま
π
和
合
が
多
で
あ
る
と
い
ふ
理
由
も
な
い
弛
め
に
、
和
合
が
唯
～
と
い
は
れ
る
勲
は
、
有
性
の
場

合
と
同
様
で
あ
る
。
實
・
徳
・
業
が
存
在
す
る
と
知
ら
れ
る
の
は
、
有
性
に
よ
る
が
、
存
在
す
る
と
知
ら
し
む
る
事
相
は
、
い
つ
れ
の
も

の
に
旨
い
て
も
差
別
が
な
く
、
ま
た
有
性
が
多
で
あ
る
と
い
ふ
徴
柏
も
な
い
た
め
に
、
有
性
は
唯
一
で
あ
る
、
註
伽
・
＜
ψ
目
」
剛
・
H
メ
く
回
H
論
凶
・

b。

?
凸
。
。
・
）
o
こ
の
有
性
と
三
冠
に
和
合
は
唯
一
で
あ
る
が
、
他
の
五
句
義
に
つ
い
て
「
こ
れ
が
こ
こ
に
あ
る
」
と
い
ふ
凋
霞
の
掘
念
を
生
・
ず

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
和
合
は
他
の
五
句
義
か
ら
は
異
っ
た
句
義
で
あ
り
、
　
し
た
が
っ
て
有
性
と
も
異
っ
て
み
る
（
℃
O
ご
巨
℃
・
H
鵡
…
瓢
開
・

や
禽
ρ
）
o
有
性
が
實
・
徳
・
業
に
つ
い
て
い
は
れ
る
こ
と
が
、
す
で
に
和
合
に
も
と
づ
い
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
や
う
に
唯
一

で
あ
る
和
合
に
、
｛
賞
…
性
一
は
｛
貫
に
の
み
、
徳
性
は
然
…
に
の
み
、
輩
出
性
一
は
叢
小
に
の
み
存
す
る
と
い
ふ
限
定
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
プ
ラ
シ
ャ

ス
タ
パ
ー
ダ
は
次
の
や
う
に
い
ふ
。
即
ち
費
機
な
ど
に
つ
い
て
和
合
は
唯
一
で
あ
る
が
、
能
顯
と
所
顯
と
い
ふ
力
（
8
評
残
り
）
の
差
別
に
も

と
づ
い
て
、
保
つ
も
の
と
保
回
れ
る
も
の
と
い
ふ
限
定
が
あ
る
（
勺
⇔
σ
劉
弓
・
嵩
ε
と
。
こ
の
限
定
は
「
寳
性
を
顯
は
す
力
は
、
費
に
だ
け

あ
っ
て
他
に
は
な
い
」
（
＜
ぎ
ワ
重
層
・
）
こ
と
を
意
味
す
る
。
　
和
含
は
一
、
こ
れ
が
こ
こ
に
あ
る
」
と
い
ふ
や
う
に
、
費
が
他
の
旬
義
と
し

て
顯
は
れ
て
る
る
果
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
態
に
即
し
て
實
親
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
和
合
は
多
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
和
合
は
、
多
な
る
果
と
し
て
作
ら
れ
だ
多
な
る
も
の
で
は
な
く
、
い
つ
れ
の
果
に
よ
つ
て
も
費
現
さ
れ
う
る
唯
一
の
も
の
で
あ

る
。
唯
】
の
勲
合
が
、
早
早
所
顯
と
い
ふ
力
の
差
別
に
よ
っ
て
、
現
費
に
は
・
紅
潮
．
徳
性
．
業
性
の
和
合
と
し
て
顯
は
れ
る
。
和
合
は
ま

海
草
立
で
あ
っ
て
、
自
己
の
存
立
の
た
め
に
他
の
關
係
を
要
し
な
い
か
ら
、
有
性
の
や
う
に
感
官
で
は
と
ら
へ
ら
れ
な
い
。
感
官
は
、
そ

れ
と
画
聖
に
接
恕
し
て
み
る
も
の
、
或
は
接
節
し
て
み
る
も
の
に
和
合
し
て
み
る
も
の
だ
け
を
知
畳
し
う
る
、
と
い
ふ
の
が
ゾ
イ
シ
ェ
ー

シ
カ
の
見
解
で
あ
る
。
感
宕
は
有
性
が
和
合
し
て
み
る
も
の
に
接
濁
す
る
か
ら
、
有
性
は
感
官
［
で
と
ら
へ
ら
れ
る
。
し
か
し
和
合
は
、
現

量
（
感
官
知
艶
）
さ
れ
る
も
の
に
和
合
し
て
あ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
蜆
量
で
は
と
ら
へ
ら
れ
な
い
（
2
国
・
℃
・
α
。
。
鮮
）
。
徳
句
義
の
合
は
、

二
つ
以
上
の
實
が
結
合
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
賢
に
し
た
が
っ
て
含
は
感
官
で
顯
は
さ
れ
う
る
が
、
和
合
に
よ
っ
て
驕
係
さ
れ
る
も
の
は

～
つ
の
も
の
（
℃
帯
脅
び
犀
鋤
く
簿
）
と
し
て
存
す
る
か
ら
、
和
舎
を
感
慮
で
顯
は
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
譲
図
・
℃
・
の
。
。
郭
く
ぎ
，
嵩
俳
）
o
だ
か

　
　
　
｛
凋
A
“
の
闘
一
子
と
懸
柵
欝
の
田
凹
果
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
ご
二
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哲
畢
研
究
　
鯖
閥
百
三
十
八
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

ら
和
含
は
、
「
こ
れ
が
こ
こ
に
あ
る
し
と
い
ふ
槻
念
か
ら
比
量
さ
れ
る
ぽ
か
は
な
い
（
℃
b
d
F
や
嵩
伊
）
。

　
以
上
述
べ
な
や
う
に
和
合
は
、
不
離
を
本
質
と
し
生
滅
せ
す
常
置
で
あ
り
、
唯
一
点
出
で
、
現
量
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う

な
和
合
の
短
絡
か
ら
す
れ
ば
、
和
含
は
他
の
句
義
に
よ
っ
て
賢
現
さ
れ
る
が
、
自
ら
は
不
離
と
い
ふ
の
み
で
、
和
合
が
い
か
な
る
も
の
か

を
封
象
的
に
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ら
う
。
夢
合
は
比
量
さ
れ
る
も
の
と
い
は
れ
る
Q
し
か
し
比
量
…
の
確
費
性
は
、
現
量
に
よ

っ
て
直
接
に
費
棄
せ
ら
る
べ
き
も
め
で
あ
る
。
章
動
が
確
實
に
と
ら
へ
ら
れ
て
る
な
け
れ
ば
、
和
裁
因
で
あ
る
實
を
申
心
と
し
た
伺
養
　
説

は
確
立
さ
れ
え
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
前
に
い
っ
た
や
う
に
頽
合
は
、
通
常
の
現
量
で
は
と
ら
へ
ら
れ
な
い
。
ブ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
は
ど

の
や
う
に
し
て
、
和
合
の
不
離
を
と
ら
へ
て
み
る
か
。
こ
の
黙
が
さ
ら
に
遽
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
和
合
は
前
に
い
っ
た
や
う
に
「
こ
れ
が
こ
こ
に
あ
る
」
と
い
ふ
槻
念
か
ら
比
童
さ
れ
る
。
「
こ
れ
が
」
と
さ
し
て
み
る
も
の
は
、
費
徳
業

の
句
義
で
い
へ
ば
、
徳
・
業
に
あ
た
る
。
徳
・
業
を
と
ら
へ
て
み
る
の
は
現
量
で
あ
る
が
、
経
に
よ
れ
ば
現
量
は
、
我
・
意
・
感
嘗
・
封

象
と
い
ふ
四
要
因
の
含
か
ら
生
す
る
（
証
臼
く
ω
」
H
H
払
幽
H
Q
。
…
同
H
囹
。
陣
門
●
ど
ω
…
＜
H
固
剛
」
．
。
。
．
）
o
ま
た
経
に
は
「
徳
・
業
が
〔
我
・
意
・
感
宮

と
〕
接
鰯
し
て
知
が
生
す
る
の
は
、
費
を
因
と
す
る
」
（
≦
團
ζ
・
野
）
と
論
か
れ
て
る
る
。
こ
の
場
合
の
魚
鱗
は
、
後
代
の
「
接
臥
し
（
超
－

鯵
口
涛
鋤
蕊
鋤
）
の
分
類
で
い
へ
ば
、
「
〔
感
官
と
〕
結
合
し
た
も
の
に
誇
け
る
和
含
」
（
の
簿
自
県
鐸
算
鋒
δ
一
壷
ヨ
鋤
ぐ
鋤
戸
隠
）
と
い
ふ
形
の
「
接
鯛
」

に
あ
た
る
（
↓
切
・
娼
宰
G
隠
！
①
噛
↓
ψ
㌻
Q
。
μ
・
）
o
徳
・
業
の
知
は
、
感
」
」
冨
と
結
…
合
し
だ
實
に
語
い
て
私
合
し
て
み
る
。
こ
の
現
量
知
は
、
徳
句
義

の
「
畳
」
に
あ
距
る
が
、
句
義
論
で
は
徳
が
同
じ
く
徳
で
あ
る
も
の
か
ら
生
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
だ
か
ら
徳
。
業
の
知
（
畳
）
も

葱酔

ﾅ
あ
み
か
ぎ
り
、
費
荏
因
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
徳
・
業
の
知
は
、
前
に
い
っ
た
四
飢
寒
の
合
に
も
と
つ
く
が
、
朝
義
詮
で
は
こ

の
結
合
が
起
る
の
は
、
我
と
感
官
と
の
媒
介
機
關
と
い
は
れ
る
「
意
」
の
活
き
に
よ
る
。
意
の
活
き
を
起
す
も
の
は
「
不
可
見
力
」
（
£
。
自
・

鉱
馨
掌
δ
）
と
い
は
れ
（
．
く
の
●
＜
。
剛
凶
。
一
も
◎
●
）
、
法
・
非
法
（
善
悪
の
行
雨
と
そ
の
簸
力
）
を
生
す
る
も
と
に
な
る
も
の
で
（
言
9
＜
ψ
＜
回
●
罫
μ
N

謀
．
）
、
法
。
非
法
と
同
一
親
さ
れ
て
る
る
（
ぼ
堅
勺
霞
ピ
》
P
ら
。
L
G
。
。
。
℃
H
μ
鱒
し
Q
だ
か
ら
四
要
因
の
結
合
も
、
根
本
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
れ
ば

人
間
の
行
爲
即
も
「
業
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
常
佐
・
遍
在
・
唯
一
の
我
（
＜
ψ
農
圃
・
罫
伊
巳
…
＜
囲
H
・
腕
・
超
し
が
、
感
官
と
謝
象
と
に
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結
び
つ
い
て
知
が
生
す
る
の
は
、
意
の
活
き
で
あ
り
、
行
爲
に
よ
る
限
定
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
、
「
感
宜
と
結
合
し
距
も
の
に
お
け
る
和

合
し
と
い
ふ
「
接
鱗
」
に
器
い
て
、
結
合
そ
の
も
の
は
、
知
の
前
段
階
で
あ
り
、
行
爲
的
把
捉
と
も
い
ふ
べ
量
で
あ
ら
う
。
徳
・
業
の
知

は
、
こ
の
行
瀬
的
把
捉
と
不
離
に
癩
合
し
て
み
る
Q
こ
の
禰
合
が
賢
現
さ
れ
て
み
る
と
き
、
徳
．
業
を
と
ら
へ
る
分
別
知
の
前
段
階
と
し

て
の
、
行
燈
陥
剛
把
捉
の
段
階
に
あ
〃
る
轡
繁
か
、
和
△
口
階
囚
と
な
る
の
で
あ
ご
の
。
分
っ
て
い
へ
ば
、
、
賢
が
和
ム
ロ
閃
一
と
亀
な
っ
て
、
徳
・
業
の
戸
知
と
い

ふ
果
が
生
す
る
こ
と
に
な
る
Q
愈
々
説
の
上
で
は
費
そ
の
も
の
は
、
徳
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
業
と
は
別
で
あ
る
か
ら
、
分
別

知
（
現
量
）
の
謝
象
に
は
な
ら
な
い
。
か
か
る
無
徳
の
費
が
、
徳
・
業
を
も
つ
て
現
は
れ
、
徳
．
業
の
分
別
知
が
成
立
つ
こ
と
が
、
不
離

の
和
合
が
賢
現
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
圃
か
ら
果
が
生
す
る
こ
と
に
な
る
Q
だ
か
ら
憩
合
の
因
果
は
、
行
爲
に
よ
つ
て
京
島
さ
れ
る
も
の

で
、
閃
（
醤
餌
超
側
鋤
）
果
（
屏
似
昌
鶉
9
）
の
原
語
も
勅
諭
を
意
味
す
る
語
源
か
ら
で
て
み
る
。
因
果
の
不
離
は
、
分
っ
て
い
へ
ば
徳
・
業
の
知

と
い
ふ
有
分
別
現
量
で
あ
る
果
と
、
こ
の
知
の
前
段
階
で
あ
り
行
道
的
把
捉
の
段
階
に
あ
る
無
徳
の
費
（
和
合
臨
）
と
の
不
離
の
關
係
に

な
る
。
和
合
の
不
離
は
、
分
別
知
と
こ
れ
を
超
え
た
も
の
と
の
不
離
で
あ
る
か
ら
、
有
分
別
現
量
で
は
と
ら
へ
ら
れ
な
い
。
「
こ
れ
が
こ
こ

に
あ
る
」
♪
い
ふ
△
万
別
知
は
、
サ
で
の
ま
・
義
で
階
囚
果
の
不
離
を
と
・
b
へ
て
み
る
の
で
は
な
い
。
分
別
知
の
鹸
夙
立
φ
り
榊
で
の
も
の
が
、
以
上
㎜
述
べ

た
や
う
に
、
和
含
の
・
勝
訴
に
な
っ
て
み
る
。
因
果
の
不
離
が
費
現
さ
れ
て
、
和
合
が
あ
る
か
ら
こ
そ
「
こ
れ
が
こ
こ
に
」
と
い
ふ
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
で
は
和
合
の
不
離
は
、
無
分
別
現
量
で
と
ら
へ
う
る
だ
ら
う
か
。
経
の
い
ふ
無
分
別
現
量
に
お
い
て
も
、
漢
然
と
「
白
い

も
の
し
が
と
ら
へ
ら
れ
る
と
き
、
す
で
に
白
い
も
の
と
い
ふ
、
費
・
徳
の
邸
舎
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
〈
卿
α
弓
．
く
H
H
り
帥
．
り
●
）
。
　
分
別
に
し

て
も
無
分
別
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
は
封
象
的
な
現
量
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
現
量
知
自
証
を
存
立
せ
し
む
る
和
舎
に
向
ふ
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
前
に
い
っ
た
や
う
に
、
句
義
説
が
確
立
さ
れ
る
涯
め
に
は
、
馬
簾
が
と
ら
へ
ら
れ
て
る
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
活
魚
行
者

が
、
我
と
意
と
の
特
別
な
含
に
よ
っ
て
、
我
の
み
な
ら
す
す
べ
て
の
費
及
び
費
に
和
合
す
る
徳
．
業
も
、
我
に
和
欲
す
る
徳
も
、
現
量
で

と
ら
へ
う
る
こ
と
が
、
勝
論
経
に
詮
か
れ
て
る
る
（
＜
Q
り
・
ご
J
F
固
×
・
凶
・
同
ど
。
だ
か
ら
和
台
も
ま
距
、
経
の
註
聖
者
が
い
ふ
や
う
に
、
鍮
伽

行
潔
の
競
量
で
と
ら
へ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
分
別
知
の
上
で
は
、
和
合
は
比
量
さ
れ
る
ぽ
か
は
な
い
が
、
分
別
知
で
と
ら
へ
た
和
合
は

　
　
　
和
禽
の
霞
果
と
韓
襲
の
閃
果
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
識
五
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二
山
ハ

不
離
と
は
い
っ
て
も
合
の
形
を
と
る
も
の
で
、
　
一
で
も
別
で
も
な
い
不
離
の
瀦
合
を
現
は
す
こ
と
は
で
心
な
い
。
こ
こ
に
癒
伽
行
者
の
現

量
を
要
す
る
所
以
が
あ
る
。
前
に
和
合
の
因
県
が
行
爲
に
よ
っ
て
費
現
さ
れ
る
と
い
っ
た
の
は
、
鍮
伽
行
者
の
現
量
と
い
ふ
出
　
世
闘
的
な

現
量
（
直
穿
）
を
さ
す
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
だ
か
ら
和
合
の
本
質
で
あ
る
不
離
は
、
鍮
盛
行
蔚
の
現
量
と
い
ふ
賢
躁
に
謂
い
て

費
規
さ
れ
、
把
握
さ
れ
る
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
し
た
が
っ
て
昏
乱
義
と
徳
な
ど
の
他
の
句
義
と
の
關
係
は
、
軍
に
句
義
と
し
て

峻
別
さ
れ
る
の
み
で
な
く
、
賢
践
に
衝
い
て
不
離
の
關
係
を
實
現
し
て
み
る
か
ら
、
和
合
の
因
果
と
い
は
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
の
や

う
な
和
ム
ロ
の
幽
囚
m
果
は
、
句
義
の
団
興
知
に
よ
っ
て
解
…
脱
を
う
る
と
い
ふ
ゾ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
の
粥
教
と
、
い
か
な
る
賄
關
流
曲
を
も
つ
で
あ
ら
う
か
。

　
そ
れ
ぞ
れ
猫
明
し
て
み
る
實
が
、
徳
．
業
・
同
・
異
と
し
て
現
は
れ
る
雑
多
な
果
に
即
し
て
、
前
に
い
つ
π
唯
一
性
の
瀦
合
が
費
現
さ

れ
て
み
る
と
す
れ
ば
、
多
元
論
と
解
樺
さ
れ
て
る
る
ブ
イ
シ
ェ
ー
シ
灘
も
、
和
合
に
海
い
て
統
一
を
も
つ
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
し
か

し
勝
論
経
は
「
業
．
徳
に
は
敬
は
な
い
か
ら
、
一
切
は
一
で
あ
る
こ
と
は
存
し
な
い
」
「
此
〔
の
一
切
は
一
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
〕
は
誤
で

あ
る
」
（
＜
囲
圃
・
凶
剛
・
《
α
・
）
と
い
ふ
。
前
に
か
か
げ
鷺
や
う
に
「
激
し
は
徳
伺
義
で
あ
る
か
ら
、
賢
句
義
に
和
合
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
徳
や
業
は
、
そ
れ
に
自
ら
で
「
敏
」
を
も
っ
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
徳
．
業
と
費
な
ど
と
を
硬
し
て
、
す
べ
て
を
一
と
い
ふ
こ
と

は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
旬
義
心
で
は
、
世
界
を
一
元
的
に
み
る
こ
と
は
成
立
ち
免
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
和
合
の
場
合
の
唯
一
は
数

馬
の
一
で
は
な
い
。
徳
・
業
な
ど
の
多
な
る
果
に
即
し
て
、
和
合
は
自
已
を
・
賢
現
し
う
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
塁
を
統
一
し
て
み

る
の
が
唯
一
の
和
合
で
あ
る
。
和
合
を
こ
の
や
ろ
に
と
ら
へ
る
な
ら
ば
、
賢
を
申
心
と
し
て
他
の
句
義
が
こ
れ
に
和
合
し
て
み
る
と
い
つ

宏
世
界
は
、
眞
費
に
は
、
和
合
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
、
他
の
多
義
が
そ
れ
ぞ
れ
和
合
を
賢
現
し
て
み
る
世
舞
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
句

義
が
和
合
に
よ
つ
て
統
一
さ
れ
て
る
る
と
す
れ
ば
、
和
含
の
早
藤
を
と
ら
へ
る
こ
と
が
、
句
義
の
眞
知
に
な
ら
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
伺

義
の
眞
知
は
、
　
深
翻
慮
と
い
ふ
鍮
伽
三
昧
に
庸
け
る
鍮
伽
行
者
の
競
量
に
よ
っ
て
、
直
接
と
ら
へ
ら
れ
る
こ
と
が
、
註
解
者
達
の
設
明

か
ら
知
ら
れ
る
（
〈
閂
山
・
ヴ
酬
国
・
鳴
・
O
O
笛
脳
　
く
ω
。
d
鷲
．
　
圃
＞
P
　
凶
●
同
H
l
H
ら
Q
●
）
。
　
こ
の
こ
と
は
句
義
の
眞
相
が
封
象
的
に
は
と
ら
へ
ら
れ
ぬ
こ
と
を
示
し

て
み
る
。
不
離
の
憩
合
の
費
現
と
し
て
、
他
の
句
義
は
そ
れ
ぞ
れ
自
已
を
確
立
し
、
邪
合
に
統
一
さ
れ
て
る
る
か
ら
、
各
伺
義
が
差
別
さ



れ
な
が
ら
結
び
つ
い
て
み
る
不
離
の
和
合
を
と
ら
へ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
伺
義
の
翼
知
に
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
和
舎
の
圃
果
は
翼
知
と

し
て
實
現
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
句
義
の
翼
知
は
、
暴
怒
を
も
た
ら
す
か
ら
、
我
の
眞
知
と
結
び
つ
い
て
み
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
伺
義
の
眞
知
も
知
で
あ
る
か
ぎ
り
、
伺
義
詮
の
上
か
ら
い
へ
ば
、
徳
句
義
の
「
畳
」
で
あ
る
G
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
費
と

し
て
の
我
と
不
離
の
和
合
を
賢
駕
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
封
戸
的
な
知
（
畳
）
も
、
本
条
は
か
ム
る
和
合
の
賢
現
と
し
て
「
卸
し

旬
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
と
の
和
合
を
賢
現
し
て
み
な
い
、
そ
れ
自
ら
で
存
す
る
や
う
な
「
畳
」
は
、
句
義
説
に
は
な
い
わ
け
で

あ
る
Q
前
に
結
べ
た
徳
・
業
の
知
は
、
和
合
圃
と
し
て
の
費
が
、
無
徳
の
状
態
か
ら
徳
．
業
の
果
の
状
態
と
し
て
現
は
れ
て
る
る
こ
と
で

あ
る
が
こ
れ
は
同
時
に
、
常
佐
・
遍
魂
．
離
一
の
費
（
無
徳
）
と
し
て
の
我
が
、
行
爲
の
限
定
に
し
た
．
が
っ
て
徳
業
の
知
（
畳
）
と
不
離

の
和
合
を
賢
現
し
て
み
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
胡
義
の
眞
知
に
よ
っ
て
解
脆
髪
う
る
ブ
イ
シ
ェ
ー
シ
ヵ
の
敏
は
、
不
離
の
和
合
の
因
果

に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
る
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
量
る
。
以
上
述
べ
た
や
う
に
和
合
の
因
果
は
、
費
践
に
踏
い
て
貫
知
の
賢
現
と
し
て
確
立
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

三

229

　
サ
ー
ン
キ
や
哲
學
が
弊
攣
説
を
と
っ
て
み
る
こ
と
は
、
す
で
に
越
べ
元
宵
夢
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
古
典
サ
…
ン
キ
ヤ
を
中
心
と
し

て
、
数
等
の
閃
果
を
検
討
し
て
み
ょ
う
。
ナ
ー
ン
キ
ヤ
は
、
我
（
O
¢
疑
償
鵡
簿
　
或
は
　
麟
け
巳
簿
切
）
と
自
性
（
娼
ぷ
犀
擁
壁
）
と
の
交
渉
に
よ
っ
て

自
性
か
ら
壁
が
生
じ
、
畳
か
ら
我
慢
（
我
執
）
が
生
じ
、
我
慢
か
ら
五
唯
と
十
一
根
（
感
官
）
が
生
じ
、
五
唯
か
ら
地
水
火
風
塞
の
五
大

が
生
す
る
と
説
く
。
我
か
ら
五
大
に
い
掌
る
「
二
十
五
令
し
を
読
く
の
が
サ
…
ン
キ
ヤ
の
教
で
あ
る
Q
我
は
の
①
o
同
Φ
》
后
・
嵐
鼠
紗
ω
o
鼻

一、

ﾟ
日
Φ
．
「
精
紳
」
な
ど
と
鐸
さ
れ
て
る
る
が
、
そ
の
急
斜
な
性
格
と
し
て
、
見
る
も
の
（
見
者
）
で
あ
り
、
知
る
も
の
（
知
者
）
で
あ
り

自
ら
は
活
か
な
い
非
作
者
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
み
る
（
開
・
ρ
＜
・
目
ρ
）
。
　
こ
れ
は
自
性
に
相
祝
し
て
み
ら
れ
た
我
の
性
格
で
、
我
は

自
…
監
の
活
き
養
見
る
も
の
で
あ
り
、
知
る
も
の
で
あ
り
、
自
ら
は
非
作
者
で
あ
る
。
　
し
か
し
我
そ
の
も
の
は
、
無
因
（
不
生
）
。
常
佳
・

　
　
　
和
合
の
因
果
と
韓
饗
の
閃
果
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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哲
學
研
－
究
　
第
四
頁
毘
十
八
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
八

遍
在
・
唯
一
で
あ
り
、
遜
在
の
ゆ
え
に
無
活
動
で
あ
り
、
他
に
依
存
せ
す
、
何
も
の
に
も
渡
入
せ
す
、
無
分
で
あ
の
、
濁
立
で
あ
る
、
と

い
ふ
九
種
の
性
格
を
も
つ
（
以
・
H
9
目
ご
O
・
竃
．
同
図
・
）
。
自
性
は
寓
9
δ
8
ユ
Φ
℃
q
触
旨
鉾
Φ
艮
P
跡
”
け
霞
9
冒
ユ
B
O
村
舞
銑
導
暮
8
び
「
自
然
し

な
ど
と
講
さ
れ
て
る
る
が
、
原
語
は
「
な
す
」
と
か
「
作
る
」
を
意
味
す
る
動
詞
か
ら
で
た
も
の
で
、
所
産
以
前
の
も
の
と
か
、
所
産
を

作
り
だ
す
因
と
い
ふ
無
事
を
も
つ
馬
指
葉
で
あ
る
Q
自
性
は
ま
宏
、
あ
ら
ゆ
る
県
が
そ
の
申
に
た
も
た
れ
て
み
る
根
本
因
の
意
味
で
「
勝

因
」
と
も
い
は
れ
、
或
は
顯
現
し
だ
鎚
異
に
生
し
て
、
未
顯
現
の
意
味
で
「
非
愛
異
」
と
も
よ
ば
れ
る
◎
墾
異
も
嘉
祥
異
も
、
と
も
に
自

性
と
い
は
れ
る
が
、
非
攣
異
の
と
き
は
特
に
「
根
本
自
性
」
と
も
い
ふ
。
こ
の
非
蔓
異
の
根
本
自
性
そ
の
も
の
は
、
髄
に
あ
げ
た
我
の
九

種
の
性
格
と
同
じ
も
の
と
み
ら
れ
て
る
る
（
囚
。
H
O
．
μ
H
旧
O
●
竃
’
回
O
。
）
。
根
本
自
性
も
し
た
が
っ
て
、
不
生
・
不
滅
・
唯
一
・
逓
在
・
無
活

動
等
の
性
格
髭
も
つ
。
だ
か
ら
こ
の
場
合
に
は
、
我
と
根
本
自
性
と
を
、
精
紳
と
自
然
と
し
て
麗
罪
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
我

と
梢
聾
し
て
み
ら
れ
疫
自
性
は
、
我
に
見
ら
れ
る
も
の
、
知
ら
れ
る
も
の
、
即
ち
我
に
享
受
さ
れ
る
饗
象
（
塵
）
で
あ
り
、
知
者
で
あ
る

我
に
…
徴
し
て
無
知
で
あ
り
、
側
覚
等
を
生
す
る
活
き
を
も
つ
元
作
者
で
あ
る
（
頃
●
9
目
”
お
●
）
o
サ
～
ソ
キ
ヤ
で
は
、
こ
の
自
性
は
「
三
徳
」

か
ら
な
る
も
の
で
、
三
徳
の
ほ
か
に
自
性
は
な
い
。
ナ
ッ
ト
ゾ
（
口
ゆ
鋤
露
く
簿
）
と
う
ヂ
ャ
ス
（
欝
智
ω
）
と
ク
マ
ス
（
欝
子
器
）
が
三
徳
で
あ

り
、
順
次
に
喜
（
樂
）
と
憂
（
苦
）
と
翻
（
痴
）
を
自
信
と
し
、
特
質
か
ら
い
へ
ば
、
輕
．
光
と
持
・
動
と
重
。
覆
で
あ
る
。
輕
・
光
は

欝
欝
が
輕
や
か
で
あ
り
、
感
官
が
浩
浮
で
よ
く
自
ら
の
封
象
を
と
ら
へ
う
る
こ
と
を
示
し
、
持
・
動
は
刺
早
し
興
奮
さ
せ
、
心
を
動
揺
さ

す
こ
と
を
い
ふ
。
重
．
覆
は
猛
撃
が
重
く
覆
は
れ
て
、
自
宗
を
と
ら
へ
え
な
い
こ
と
を
現
は
す
。
三
徳
は
た
が
ひ
に
他
を
墜
倒
し
、
他
に

依
参
、
他
を
生
ぜ
し
め
、
他
と
螢
び
、
ま
海
自
ら
薄
く
と
同
時
に
他
を
活
か
し
め
る
闘
…
係
に
あ
る
も
の
で
、
一
つ
も
鋏
け
る
こ
と
は
な
い
〇

三
徳
は
順
次
に
、
光
照
と
生
起
と
繋
縛
と
し
て
顯
は
さ
る
べ
嚢
能
力
を
も
つ
て
み
る
が
、
サ
ッ
ト
ブ
と
ク
マ
ス
と
は
、
活
動
性
の
な
い
も
の

で
、
ラ
ヂ
ャ
ス
の
生
起
せ
し
め
る
力
が
な
け
れ
ぼ
、
自
己
の
能
力
駈
顯
は
ナ
こ
と
が
で
き
な
い
（
燦
・
ρ
窯
・
蜴
・
O
・
余
お
払
。
。
・
）
。
三
徳
の
ほ

か
に
自
性
は
な
い
か
ら
、
地
水
火
風
室
の
五
大
に
い
た
る
世
界
は
、
す
べ
て
三
徳
か
ら
煮
立
っ
て
る
る
。
畳
か
ら
五
大
に
い
π
る
、
墾
異

と
し
て
顯
現
し
か
上
界
は
、
三
徳
の
い
つ
れ
か
が
他
を
墜
倒
す
る
等
の
富
農
に
あ
る
が
、
無
か
ら
有
は
生
じ
な
い
と
い
ふ
立
場
か
ら
し
て

燗■
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サ
ー
ン
キ
ヤ
は
、
非
盗
癖
の
根
本
自
性
も
三
徳
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
圭
張
す
る
。
し
か
し
根
塞
自
性
は
不
可
見
で
あ
る
（
鋒
◎
。
・
）
か
ら
、

こ
の
…
場
合
に
は
三
徳
は
装
置
を
た
も
っ
て
未
群
落
の
状
態
に
あ
る
と
い
は
れ
る
〇
三
徳
が
顯
現
し
た
、
畳
か
ら
五
大
に
い
た
る
攣
異
は
巣
…

で
あ
夢
、
こ
れ
に
…
焦
し
て
三
徳
干
衡
の
非
憂
異
は
臨
に
な
る
。
果
と
し
て
纈
は
れ
矩
も
の
は
、
既
に
臨
中
に
あ
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
「
M
囚
中
有
果
」
は
サ
ー
ン
キ
ヤ
の
根
本
的
立
場
で
あ
り
、
次
の
五
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
詮
か
れ
て
る
る
へ
国
・
○
・
金
ρ
）
。
（
一
）
無

不
F
可
ン
作
故
。
沙
か
ら
油
が
で
な
い
や
ろ
に
、
も
し
物
が
な
け
れ
ば
、
造
作
し
て
も
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
発
揮
の
鍵
異
は

生
す
る
前
に
根
本
自
性
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
（
二
）
必
須
〆
取
μ
因
故
。
醜
酪
…
を
求
め
ん
と
す
る
も
の
は
二
進
を
取
り
水
を
取
ら
な
い

や
ろ
に
、
物
を
求
め
ん
と
す
る
人
は
必
ず
物
の
四
を
取
る
。
だ
か
ら
根
本
自
性
の
中
に
、
畳
等
の
果
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
（
三
）
】

切
不
ソ
生
故
。
も
し
國
．
中
に
果
が
な
け
れ
ば
、
一
切
の
も
の
は
一
切
の
も
の
を
生
じ
、
草
沙
石
等
が
金
銀
等
を
生
す
る
で
あ
ら
う
。
　
こ
の

や
う
な
こ
と
は
な
い
か
ら
、
因
申
に
果
が
あ
る
と
知
ら
れ
る
。
　
（
四
）
能
力
こ
所
作
一
理
。
瓶
を
作
る
能
あ
る
陶
師
は
、
土
聚
そ
の
他
書
を

作
る
に
要
す
る
一
定
の
所
作
か
ら
瓶
盆
髭
作
る
の
で
、
草
木
等
か
ら
作
る
の
で
は
な
い
。
根
本
自
性
は
灘
等
を
作
る
の
で
あ
る
か
ら
、
根

本
自
性
に
墨
等
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
（
五
）
随
レ
因
有
レ
果
故
。
萎
か
ら
妻
が
生
す
る
や
う
に
、
或
る
特
質
を
も
つ
因
か
ら
、
同
じ
特

質
を
も
つ
果
が
生
す
る
。
も
し
掌
中
に
無
果
な
ら
ば
、
萎
か
ら
米
が
生
す
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
や
う
な
こ
と
は
な
い
か
ら
、
因
中
に
果
が

あ
る
と
知
ら
れ
る
。
こ
の
圭
張
は
、
因
中
無
恥
を
与
す
る
と
み
ら
れ
た
ブ
イ
シ
ェ
…
シ
カ
に
煙
し
て
な
さ
れ
π
も
の
で
（
竃
・
金
ρ
）
、
有

は
無
か
ら
は
生
じ
な
い
と
い
ふ
サ
1
ン
キ
ヤ
の
立
場
を
現
は
し
て
み
る
。
我
の
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
と
自
性
と
交
渉
し
、
三
徳
が
不

衡
を
破
り
墾
異
と
し
て
顯
現
す
る
こ
と
、
即
ち
根
本
自
性
の
罪
墾
異
か
ら
墨
等
の
饗
異
が
生
す
る
こ
と
が
縛
墾
で
あ
る
。

　
非
落
馬
が
攣
異
に
な
る
こ
と
、
未
顯
現
が
顯
現
す
る
こ
と
、
因
が
果
に
な
る
こ
と
が
縛
攣
「
で
あ
る
。
こ
れ
は
父
母
か
ら
子
供
が
生
れ
る

や
う
な
「
非
幕
屋
生
し
と
腿
別
し
て
、
「
如
三
乳
等
生
二
酷
等
一
」
と
例
示
さ
れ
、
「
自
性
縛
麺
作
二
縫
異
㎝
故
。
慶
事
異
是
自
性
」
と
い
ひ
、

韓
攣
生
は
別
類
の
生
で
な
い
こ
と
を
論
い
て
る
る
（
金
国
①
．
）
o
非
麺
異
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
縫
異
で
あ
る
（
竃
・
H
①
・
〉
か
ら
、
　
非
攣
異

の
根
本
自
性
と
墨
以
下
の
墾
異
と
は
「
網
島
」
（
萄
段
勉
擁
雌
℃
袋
ρ
）
と
い
は
れ
、
六
種
の
相
似
が
詮
か
れ
て
る
る
（
国
・
9
窯
・
金
嵩
“
泣
α
・
開
・
。
。
・
）
。

　
　
　
瀦
合
の
隅
果
と
聴
礎
の
閣
果
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鴻
九
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暫
學
研
究
　
嬉
隙
胃
三
十
・
八
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
隅
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も

（
～
）
根
本
自
性
も
鑓
「
異
も
、
と
も
に
三
徳
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
G
　
（
二
）
根
本
自
性
と
攣
異
と
は
と
も
に
不
相
離
で
あ
る
。
恩
田
と

徳
と
を
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
う
に
、
根
本
自
性
の
非
攣
異
に
お
い
て
も
、
根
本
自
性
と
徳
と
を
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
し

（
三
）
根
本
自
性
も
攣
異
も
、
す
べ
て
の
我
に
受
用
さ
れ
る
…
封
〆
（
塵
）
で
あ
り
、
　
（
四
）
し
か
も
す
べ
て
の
我
に
不
等
に
受
用
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

る
。
　
（
五
）
根
本
自
性
で
あ
っ
て
も
同
異
で
あ
っ
て
も
、
自
性
は
常
に
無
知
で
あ
っ
て
、
樂
・
苦
。
痴
（
三
徳
韮
自
性
）
を
知
ら
な
い
も

の
で
あ
る
。
　
（
六
）
畳
か
ら
我
慢
が
生
じ
、
我
漫
か
ら
十
一
根
と
五
唯
が
、
五
十
か
ら
五
大
が
生
す
る
や
う
に
、
摂
本
自
性
か
ら
は
畳
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
カ
　
　
も

生
す
る
。
だ
か
ら
畳
等
の
墾
異
も
根
本
自
挫
も
と
も
に
能
生
性
を
も
つ
と
い
は
れ
る
。
以
上
の
や
ら
に
、
三
徳
・
不
相
離
．
塵
・
雫
等
・

無
知
・
能
生
と
い
ふ
鮪
で
、
根
本
自
性
と
攣
異
と
は
栢
似
で
あ
る
。
し
か
し
根
本
自
挫
の
因
か
ら
攣
異
の
果
が
生
す
る
の
は
、
轄
攣
と
い

は
れ
る
や
う
に
、
閃
が
因
で
な
い
果
に
な
る
の
で
あ
る
。
根
本
自
性
の
　
囚
が
、
自
己
を
圭
張
す
る
か
ぎ
り
、
因
か
ら
果
が
生
す
る
こ
と
は

あ
り
え
な
い
。
だ
か
ら
サ
…
ン
キ
ヤ
は
、
根
本
自
性
と
攣
異
と
の
相
似
を
い
ふ
と
と
も
に
、
爾
…
者
が
全
く
異
る
こ
と
（
〈
一
〇
鋤
触
H
轡
鋤
）
を
説
い

て
み
る
（
類
・
H
9
＞
。
前
に
い
っ
た
根
本
自
性
の
九
種
の
性
格
が
、
攣
異
と
違
ふ
黙
…
で
あ
る
。
果
で
あ
る
攣
…
異
は
、
根
本
自
性
の
㎜
囚
と
は
違
っ

て
、
次
の
や
う
な
九
種
の
性
格
を
も
つ
（
国
●
一
ρ
）
。
　
（
～
）
五
大
は
五
唯
を
因
と
し
、
五
唯
。
十
一
根
は
我
慢
を
閃
と
し
、
我
慢
は
畳
を

因
と
し
、
髭
は
根
本
自
性
を
因
と
す
る
や
う
に
、
畳
以
下
の
鍵
異
は
、
自
已
の
生
す
る
閃
を
も
つ
て
み
る
。
根
本
自
性
の
や
う
に
不
生
で

は
な
い
。
　
（
「
…
）
畳
等
の
夕
冷
は
、
根
本
自
性
か
ら
生
じ
左
も
の
で
あ
る
か
ら
、
土
塊
か
ら
生
じ
た
瓶
の
や
う
に
無
常
で
あ
る
（
三
）
根

本
自
性
は
天
人
徽
の
三
界
を
遍
充
す
る
が
、
畳
々
の
果
は
．
一
切
虚
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
　
（
四
）
多
罪
の
果
は
調
節
性
を
も
ち
、
細
身

（
輪
廻
の
題
画
）
に
依
存
し
て
輪
廻
す
る
。
　
（
五
）
畳
・
我
漫
・
五
唯
，
十
一
根
・
五
大
（
二
十
三
諦
）
と
い
は
れ
る
や
う
に
、
灘
等
の

墾
異
は
多
で
あ
る
（
O
・
鼠
・
目
O
V
。
「
金
七
十
短
し
に
よ
れ
ば
、
登
等
は
そ
れ
ぞ
れ
の
我
に
結
び
つ
い
て
み
る
か
ら
、
問
じ
で
は
な
く
多
で

議
の
る
。
　
（
渦
、
繍
ノ
）
薦
冤
が
根
本
自
性
に
依
止
“
ソ
る
や
う
に
、
我
慢
以
下
・
の
狐
饗
異
も
、
　
塾
で
れ
恥
そ
れ
の
㎜
囚
に
依
止
・
す
る
。
　
（
七
）
畳
等
の
隅
同
異
は
、

そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
直
晶
閲
の
も
の
に
嘉
し
、
最
後
に
畳
は
根
本
自
性
に
議
す
る
か
ら
、
繕
｛
異
は
リ
ソ
ガ
（
一
槍
験
鋤
巨
渡
）
と
い
は
れ
る
（
O
．

蜜
・
余
帥
。
・
）
。
　
（
八
）
墾
異
は
、
聾
・
鱗
・
色
・
昧
・
香
の
分
を
も
つ
有
分
で
あ
る
（
の
・
蜜
・
昇
ρ
）
。
　
（
九
）
髭
は
根
本
自
性
に
依
り
、
我



慢
は
畳
に
依
る
等
の
如
く
，
墨
等
の
墾
異
は
協
レ
他
で
あ
り
、
愚
管
で
は
な
い
。
か
か
る
九
種
の
性
格
を
も
つ
果
と
し
て
の
攣
異
は
、
要

す
る
に
根
本
自
性
か
ら
生
じ
た
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
無
常
な
も
の
で
あ
り
、
摂
本
自
性
に
依
存
し
、
難
多
な
現
象
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
限

定
さ
れ
、
活
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
趣
異
は
、
前
に
蓮
べ
完
不
生
・
不
滅
・
唯
　
・
遍
在
・
無
活
動
・
猫
脚
の
根
本
自
性
と

は
、
発
く
違
っ
て
み
る
。
根
本
自
性
と
墾
異
と
の
闇
の
、
前
に
あ
げ
元
三
徳
・
不
相
離
等
の
六
種
の
相
似
も
、
不
生
・
不
滅
の
根
本
自
性

に
は
、
適
合
し
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
自
性
が
我
と
交
渉
し
、
三
徳
が
顯
現
し
て
み
る
状
態
に
つ
い
て
は
、
三
徳
．
不
柏
離
等
も
い
ひ

う
る
が
、
三
徳
干
衡
の
根
本
自
性
に
こ
れ
を
い
ふ
こ
と
は
、
費
質
的
な
意
味
が
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
根
本
自
性
が
我
と
同
じ
く
、
常

佳
・
逓
在
・
唯
一
・
無
活
動
・
猫
立
の
蝉
騒
…
を
も
つ
場
合
に
、
根
本
自
性
を
我
に
見
ら
れ
或
は
知
ら
れ
る
…
謝
象
と
し
て
、
塵
．
干
等
・
無

知
と
い
ふ
こ
と
も
、
ま
た
能
生
と
い
ふ
活
動
性
と
み
る
こ
と
も
、
い
つ
れ
も
賢
質
的
な
意
味
を
も
ち
え
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
も
な
ほ
、

根
本
自
性
と
受
洗
と
の
六
種
の
相
似
を
説
く
の
は
、
困
中
有
果
の
立
場
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
不
生
．
不
滅
等
の
性
格
を
も
つ
根
本
自
性

は
我
と
同
じ
性
格
で
あ
る
か
ら
、
三
徳
が
顯
は
れ
穴
攣
異
と
は
、
憂
く
違
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
こ
の
黙
か
ら
み
れ
ば
、
我
が
自

性
（
攣
異
）
に
な
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
や
う
に
、
根
本
自
性
が
麺
異
に
な
る
こ
と
、
即
ち
因
か
ら
果
が
縛
要
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

ら
う
。
し
か
し
我
と
同
じ
性
格
の
根
本
自
性
が
論
か
れ
て
る
る
以
上
は
、
風
紀
自
性
が
饗
異
し
、
因
か
ら
果
が
生
じ
、
因
果
の
聞
に
蓮
績

が
な
け
れ
ば
、
縛
攣
の
教
は
威
立
た
な
い
。
曳
く
性
絡
…
を
異
に
し
か
、
根
本
自
性
と
攣
異
の
結
び
つ
き
が
、
さ
ら
に
槍
討
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

四
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「
畳
輿
謀
内
且
ぐ
共
　
能
取
一
二
切
墨
心
し
（
搾
ω
㎝
∵
と
い
は
れ
、
「
畳
興
二
我
流
及
心
根
一
二
網
磨
」
（
金
ω
朝
・
）
と
註
牒
さ
れ
て
る
る
や
う
に
、

畳
と
我
慢
と
心
根
と
は
、
現
賢
に
は
常
に
結
び
つ
い
て
活
き
、
心
根
は
ま
た
眼
等
の
知
根
及
び
乎
・
兄
等
の
作
根
の
活
き
を
分
別
す
る

（
念
b
。
メ
）
o
畳
が
轟
い
て
み
る
こ
と
は
、
費
際
に
は
五
大
ま
で
の
世
界
が
成
立
っ
て
る
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
こ
で
は
、
顧
で
あ
る

　
　
　
蜘
合
の
因
県
と
韓
饗
の
鴇
搬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
｛
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哲
墨
研
究
　
第
・
照
百
三
十
八
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
難
二

罪
墾
異
が
韓
饗
し
て
、
醐
覚
か
ら
五
大
ま
で
の
鑓
異
の
果
界
が
威
立
つ
、
と
い
ふ
鮎
を
中
心
に
閃
［
果
の
關
蓮
を
考
へ
て
み
よ
う
。
覧
も
自
性

で
あ
る
か
ぎ
り
三
徳
か
ら
な
る
も
の
で
、
そ
の
活
き
の
顯
は
れ
は
「
八
分
」
と
し
て
、
八
種
に
分
類
さ
れ
て
み
る
。
サ
ッ
ト
ゾ
が
増
大
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

た
と
き
の
覧
の
顯
は
れ
は
、
法
・
智
・
離
欲
・
自
在
で
あ
る
。
法
は
善
業
で
あ
っ
て
、
不
殺
生
・
不
楡
盗
・
眞
費
を
語
る
こ
と
・
予
行

（
禁
欲
等
）
・
す
べ
て
を
自
己
の
も
の
と
し
な
い
こ
と
、
と
い
ふ
五
戒
を
元
も
ち
、
ま
ψ
．
κ
内
外
濟
…
浮
。
知
足
∵
苦
行
・
學
修
。
自
在
榊
に
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

す
る
婦
警
を
費
行
ず
る
こ
と
を
い
ふ
。
智
に
は
内
智
と
外
智
が
あ
り
、
外
智
は
ヴ
ェ
ー
ダ
及
び
そ
の
支
分
（
丈
法
學
・
天
丈
芝
繋
）
そ
の

他
プ
ラ
ー
ナ
（
即
身
）
．
ニ
ャ
ー
ヤ
（
論
理
學
）
等
に
よ
っ
て
う
る
智
を
指
し
、
　
内
幕
は
サ
…
ソ
キ
ヤ
で
い
ふ
眞
知
、
即
ち
自
性
と
我
と

　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
も

の
霞
別
知
で
あ
る
。
離
欲
に
も
内
と
外
が
あ
り
、
外
の
離
層
は
襲
物
に
封
ず
る
潟
…
愛
を
離
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
内
の
離
欲
は
、
羅
蝋
燭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
つ

に
よ
つ
て
根
本
自
性
に
も
執
渇
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
自
在
と
は
、
比
量
を
賢
厚
し
て
充
ら
れ
る
八
種
の
カ
を
い
ふ
。
タ
マ
ス
が
増
大
し

た
場
合
の
畳
の
顯
は
れ
た
相
は
、
非
法
・
非
智
・
愛
欲
．
不
自
在
で
あ
る
（
O
・
零
・
金
鱒
ω
・
）
。
サ
ッ
㍗
ブ
と
タ
マ
ス
の
ほ
か
に
、
畳
の
顯

は
れ
る
力
と
し
て
ラ
ヂ
ャ
ス
が
活
い
て
る
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
こ
の
や
ろ
に
畳
は
、
當
時
の
倫
理
道
徳
・
學
問
．
宗
敏
な
ど
に

嚇
す
る
活
き
営
含
ん
で
み
る
が
、
畳
の
特
質
は
「
邪
智
」
と
い
は
れ
て
み
る
（
錦
b
。
。
。
し
。
決
智
と
い
ふ
の
は
、
「
こ
れ
は
入
な
の
」
「
こ
れ

は
布
な
砂
」
と
例
示
さ
れ
（
O
・
金
鱒
Q
。
・
）
、
ま
た
「
こ
れ
は
私
に
よ
っ
て
爲
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
は
れ
る
（
＜
・
ρ
b
。
Q
◎
・
）
や
う
に
、
鋼

断
し
決
定
す
る
こ
と
を
い
ふ
。
こ
の
場
合
に
、
我
慢
や
諸
根
が
早
い
て
る
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
（
蕊
α
・
ダ
b
。
鱒
）
。
「
我
慢
し
（
鋤
ロ
鋤
勝
－

犀
弩
p
◎
）
は
我
執
を
特
質
と
す
る
も
の
で
、
す
べ
て
を
自
己
（
p
。
『
麟
ヨ
）
に
結
び
つ
け
、
自
己
が
な
す
、
こ
れ
は
自
己
の
た
め
の
も
の
で
あ

る
、
こ
れ
は
自
己
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
に
、
自
己
を
作
者
と
し
自
己
を
至
上
と
す
る
妄
執
で
あ
る
（
癖
毛
・
＜
・
込
◇
餅
）
。
こ
の
場
合
は
、
自

己
が
作
ら
れ
て
み
る
わ
け
で
あ
る
が
、
自
己
が
自
己
を
作
る
こ
と
、
我
…
漫
が
我
慢
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
の
見
る
こ
と
（
観
照
）

に
よ
る
非
鍵
異
の
縛
攣
と
し
て
、
畳
等
の
贈
呈
は
生
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
自
畳
さ
れ
な
い
と
き
は
、
墨
が
轟
い
て
知
的
な
活
動

を
行
っ
て
み
る
こ
と
を
、
　
自
己
の
活
写
と
す
る
ほ
か
は
な
い
。
発
を
自
已
と
同
　
親
す
る
こ
と
が
我
慢
で
あ
る
？
凶
阜
鴫
G
ロ
混
同
H
・
⑤
）
。

サ
ー
ン
キ
ャ
で
は
我
（
甥
離
騰
環
の
効
v
似
け
B
鋤
郡
）
の
ほ
か
に
自
已
は
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
畳
を
我
と
誤
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
慢
が
な
り

凹
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掩
ち
、
畳
の
活
き
が
自
励
の
活
き
に
な
る
。
墨
は
我
慢
に
も
と
づ
い
て
決
定
す
る
（
〈
・
時
ε
と
い
は
れ
る
駈
以
で
あ
る
。
畳
が
制
断
決
定

す
る
に
は
、
五
大
ま
で
の
世
界
が
な
り
宏
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
畳
以
下
の
墾
異
の
世
界
は
、
我
慢
に
も
と
づ
い
た
自
己

獣
心
の
世
界
で
あ
る
。
非
縫
地
か
ら
縛
遜
し
疫
、
果
と
し
て
の
油
壷
界
（
鑓
異
）
は
、
自
已
の
世
界
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し

こ
の
自
己
は
、
畳
を
自
己
と
誤
想
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
に
お
け
る
眞
の
我
で
は
な
い
。
果
と
し
て
現
象
し
て
み
る
自
己

の
穆
界
は
、
眞
の
我
に
は
達
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
距
が
つ
て
そ
こ
に
は
、
自
己
の
心
界
が
我
の
夕
照
に
よ
る
非
麺
…
異
の
韓
攣
で
あ
る
、

と
い
ふ
自
慰
は
な
い
Q
畳
以
下
の
礎
異
の
喜
界
は
、
自
己
中
心
の
世
界
で
あ
り
、
無
知
の
世
界
で
あ
る
。
サ
ー
ソ
キ
ヤ
で
は
自
性
は
常
に

無
知
で
あ
り
、
樂
苦
痴
を
知
ら
な
い
と
い
は
れ
る
（
○
ボ
諸
・
金
ほ
・
）
o
樂
苦
痴
は
三
徳
で
あ
り
、
三
徳
は
自
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か

ら
自
性
の
無
知
は
、
自
性
が
自
己
を
知
ら
な
い
無
知
、
自
己
の
存
立
の
所
以
を
山
巡
し
な
い
無
知
で
あ
る
。
墨
以
下
の
攣
異
の
果
界
は
、

自
己
存
立
の
所
以
を
自
灘
せ
す
、
非
攣
異
と
い
ふ
根
本
閃
の
縛
憂
で
あ
る
と
い
ふ
自
発
を
も
六
な
い
。
果
に
は
國
と
の
結
び
つ
き
が
な
く

し
た
が
っ
て
畳
以
下
の
墾
異
を
、
電
界
と
い
ふ
こ
と
も
な
り
た
ち
え
な
い
で
あ
ら
う
。
無
知
な
る
自
性
だ
け
の
立
場
で
は
、
非
恥
辱
の
閃

が
墾
異
の
果
に
献
W
蔓
す
る
と
い
ふ
因
果
は
威
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
塁
も
自
性
に
凝
す
る
か
ぎ
り
、
無
知
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
知
な
る
畳
が
い
か
に
し
て
翻
転
麟
決
定
を
な
し
う
る
か
。
こ
の
疑
問
に

覚
し
て
サ
…
ソ
キ
ヤ
は
、
コ
ニ
徳
（
1
一
自
性
）
合
墨
入
（
擁
我
）
故
、
無
知
如
二
知
者
｝
」
（
隅
・
吋
O
・
〉
と
答
へ
る
。
知
者
で
あ
る
我
と
結
び
つ

く
か
ら
、
無
知
な
る
覧
も
知
を
も
つ
か
の
如
く
に
み
ら
れ
る
。
畳
の
制
断
決
定
す
る
知
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
「
か
の
如
き
知
」
で
あ
っ
て

サ
ー
ン
キ
ヤ
に
語
い
て
は
無
知
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
こ
の
無
知
は
、
我
の
知
を
艶
が
自
凝
し
な
い
無
知
で
あ
る
。
我
の
知
は
前
に
蓮

べ
た
如
く
、
自
性
の
活
き
を
知
る
知
で
あ
り
、
自
性
の
活
き
を
は
な
れ
て
、
不
生
・
不
滅
等
と
い
は
れ
距
我
そ
の
も
の
に
知
を
い
っ
て
も
、

そ
の
知
は
無
内
容
で
あ
り
、
我
そ
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
我
の
知
は
、
自
性
が
短
い
て
轟
・
我
慢
及
び
諸
根
が
愛
々
し
て
る
な
け
れ
ば
、

自
已
を
費
現
し
え
な
い
。
「
雄
慢
心
三
種
是
名
二
軍
轟
音
㌔
不
μ
取
一
…
集
塵
7
故
Q
管
轄
立
名
〆
内
。
能
成
二
就
我
意
↓
力
便
故
D
是
認
設
名
γ
具
」

へ
金
ω
ω
・
）
と
い
は
れ
る
。
蝿
・
我
慢
及
び
心
線
は
、
我
の
目
的
を
成
就
す
る
内
の
作
共
で
あ
る
。
我
の
目
的
は
、
謝
象
を
受
用
す
る
こ
と

　
　
　
勲
胆
ム
ロ
の
照
凹
果
と
鶴
W
懸
瓶
の
関
回
M
氷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
箆
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哲
學
研
究
　
第
・
閥
百
三
十
八
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

及
び
自
性
と
我
の
腿
別
知
（
眞
知
）
に
よ
っ
て
解
脆
を
う
る
こ
と
の
二
種
と
い
は
れ
る
（
溶
ρ
金
野
…
O
・
軌
。
。
脚
金
嵩
し
。
我
の
知
が
蜜

現
す
る
に
は
、
諸
等
の
道
具
を
必
要
と
し
、
道
具
を
は
な
れ
て
我
に
猫
立
の
活
き
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
滋
具
が
驚
い
て
み
る
こ
と
が
、

我
の
知
が
賢
現
し
、
封
象
が
受
用
さ
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
道
具
の
意
味
で
あ
る
。
道
具
が
活
い
て
畳
か
ら
五
大
に
い
た

る
世
界
が
成
立
っ
て
る
る
こ
と
が
、
非
麺
異
の
因
が
墾
異
の
果
に
韓
恋
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
無
知
な
る
畳
の

立
場
で
は
自
髭
さ
れ
え
な
い
Q
畳
が
知
的
な
電
算
を
行
っ
て
み
る
根
祇
に
、
．
膚
已
と
は
全
く
異
っ
た
我
の
「
見
る
」
を
自
駕
し
、
自
己
の

活
き
は
我
の
「
見
る
」
の
黒
蟻
で
あ
り
、
我
の
知
の
實
現
で
あ
る
こ
と
を
自
畳
す
る
と
き
、
こ
の
自
覚
が
自
性
（
蕗
）
と
我
の
麗
別
知

（
眞
知
）
に
陳
か
な
ら
な
い
。
貫
知
は
魔
の
「
内
智
」
と
い
は
れ
る
（
函
・
金
b
∂
P
）
が
、
畳
の
耳
蝉
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
　
我
の
知
は
賢
現

し
え
な
い
か
ら
、
畳
の
内
智
は
同
時
に
我
の
眞
知
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
眞
知
が
我
に
つ
い
て
も
い
は
れ
る
灰
以
で
あ
る
（
O
．
黛
…
誌
無
．

瀕
・
ω
メ
）
o
畳
が
自
・
已
の
活
嚢
を
自
衛
し
、
匪
別
知
（
眞
知
）
が
賢
現
す
る
ζ
と
は
、
畳
の
活
き
が
非
業
異
の
韓
墾
で
あ
る
と
し
て
、
畳
が

自
已
の
公
所
を
究
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
畳
の
内
智
即
ち
置
知
が
費
現
す
る
こ
と
が
、
我
の
見
る
こ
と
我
の
知
る
こ
と
の
自
己
蟹

現
で
あ
り
、
根
本
自
性
の
非
雲
斎
が
雪
雲
の
活
き
と
し
て
、
即
ち
礎
異
と
し
て
気
丈
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
非
攣
異
の
因
が
、
攣
異

の
果
と
し
て
輔
隠
す
る
こ
と
は
、
匿
別
知
（
翼
知
）
の
實
現
と
し
て
な
り
た
ち
、
因
果
は
翼
知
の
費
現
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
と
い
ふ
こ

と
が
で
き
よ
う
。
非
攣
異
の
根
本
自
性
と
憂
異
は
、
眞
知
に
よ
っ
て
結
び
つ
く
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
の
や
う
に
み
る
な
ら
ば
、
眞
知
で
あ
る
匿
別
知
は
、
非
攣
異
と
楚
異
の
腿
別
に
も
な
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
サ
ー
ン
キ
ヤ
の
羅
別

知
は
、
し
ば
し
ば
読
か
れ
て
る
る
や
う
に
、
自
性
と
我
の
匠
別
知
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
場
合
の
非
墾
異
は
、
煎
に
い
っ
た
我
と
同
じ

性
格
の
提
本
自
性
で
あ
る
。
無
因
（
不
生
）
・
常
住
等
の
性
格
を
も
つ
我
は
、
前
に
も
蓮
べ
た
や
う
に
、
遍
在
の
ゆ
え
に
無
活
動
で
あ
っ

距
。
こ
れ
は
「
人
（
巨
我
）
無
レ
縛
無
〆
脆
」
（
国
・
①
p
）
。
と
い
は
れ
る
我
と
み
る
べ
き
も
の
で
、
懸
在
・
無
活
動
の
我
は
、
輪
廻
す
る
こ

と
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
解
脆
す
る
こ
と
も
な
い
。
同
じ
く
非
攣
異
の
根
本
自
性
も
、
愛
糞
性
の
ゆ
え
に
無
活
動
で
、
生
死
に
繋
縛
し
な

い
と
詮
か
れ
て
る
る
（
金
ド
9
）
。
輪
廻
し
な
い
も
の
に
は
解
脆
の
要
も
な
い
か
ら
、
非
墾
異
も
豪
た
無
縛
無
憂
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
よ
う
収
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こ
の
や
う
に
非
縫
異
と
我
は
、
全
く
同
じ
性
絡
…
で
あ
る
か
ら
、
我
と
自
性
の
缶
詰
は
、
農
時
に
非
長
子
と
攣
異
（
自
性
）
の
隈
別
と
み
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
非
遠
望
が
、
無
か
ら
有
は
生
じ
な
い
と
い
ふ
因
中
有
果
の
立
場
か
ら
、
三
徳
が
顯
現
し
た
畳
等
の
奇
異
の
因
と

し
て
比
量
さ
れ
、
三
徳
不
衡
の
非
遜
異
と
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
客
蜜
・
金
G
。
…
ρ
⑤
）
。
か
く
し
て
三
徳
李
衡
の
非
鍵
異
が
鍵
…
異
の
顯
現

に
な
る
と
い
ふ
弊
増
設
が
な
り
π
つ
。
こ
の
諸
等
の
閃
【
果
が
、
す
で
に
蓮
べ
た
や
う
に
、
眞
知
の
費
現
に
よ
つ
て
確
立
さ
れ
る
わ
け
で
あ

る
。
そ
れ
で
は
こ
の
眞
知
は
、
い
か
に
し
て
え
ら
れ
る
か
。

　
翼
論
罪
ち
歴
別
知
は
、
二
つ
の
も
の
を
謝
象
的
に
置
別
し
て
知
る
知
で
は
な
い
。
こ
の
や
う
に
獲
別
し
て
知
る
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た

「
決
智
」
を
本
質
と
す
る
畳
の
相
封
的
な
活
き
で
あ
り
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
と
し
て
は
無
知
に
鵬
す
る
。
慧
知
と
し
て
の
獲
別
知
は
、
こ
の
畳

の
活
き
自
ら
が
、
旗
本
自
性
の
縛
疑
で
あ
り
、
我
の
見
る
こ
と
知
る
こ
と
の
質
現
と
し
て
、
自
己
と
我
の
陛
別
を
悟
り
、
自
己
左
降
艶
す
る

こ
と
で
あ
っ
て
、
畳
の
鳶
職
的
な
知
で
は
な
い
。
こ
の
畳
の
置
別
知
が
、
前
に
い
っ
た
鷹
の
「
内
智
」
で
あ
り
、
同
時
に
我
の
翼
知
で
も

あ
る
。
蓋
し
「
我
一
切
用
事
　
二
二
銑
能
成
蕊
こ
（
鋒
ら
。
S
）
と
い
ひ
「
：
唯
一
畳
、
無
我
翼
作
具
」
（
金
ω
刈
●
）
と
論
か
れ
、
　
覚
が
獲
別
知

を
我
に
知
ら
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
腿
別
知
は
、
我
と
謎
異
と
を
封
蒙
的
に
簸
落
す
る
こ
と
（
決
響
）
で
は
な
く
、
畳
等
が
縛
攣

し
て
下
智
が
活
い
て
る
る
こ
と
に
即
し
て
、
我
の
知
と
不
離
の
形
で
謹
厳
さ
れ
る
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
門
別

は
、
認
め
て
難
知
で
あ
る
（
竃
・
ρ
ω
刈
・
）
た
め
に
「
細
異
」
と
い
は
れ
（
罫
。
。
メ
）
、
「
此
別
異
者
、
未
閉
修
二
聖
行
｝
入
不
レ
能
〆
熊
野
、
故
読

爲
二
細
…
…
徴
こ
（
金
ω
メ
）
と
し
て
、
　
細
　
異
を
見
る
に
は
聖
行
を
要
す
る
こ
と
が
論
か
れ
て
る
る
（
〈
疑
・
○
・
冠
・
◎
ゆ
N
）
。
　
筆
工
の
内
容
は
説
明

さ
れ
て
み
な
い
が
、
註
糧
に
し
た
が
へ
ば
学
行
は
「
六
行
槻
」
を
意
味
す
る
（
校
註
金
七
十
論
究
十
六
）
。
六
行
観
は
五
大
・
十
～
根
・
五
唯

・
我
慢
及
び
八
自
在
・
壁
．
自
性
に
つ
い
て
、
順
次
に
五
大
の
過
失
を
槻
じ
失
を
み
て
厭
を
生
じ
五
大
を
離
れ
る
思
量
位
か
ら
、
持
位
・

嵩
置
・
至
位
・
曽
池
と
進
み
、
最
後
に
自
性
の
過
失
を
糊
じ
こ
れ
左
離
れ
る
猫
蔭
位
（
解
脆
）
に
蓮
す
る
修
行
で
（
金
辺
・
）
、
　
一
種
の
喩

尾
行
と
み
る
べ
嚢
で
あ
ら
う
。
ま
た
自
性
と
我
の
告
別
．
知
は
「
諦
の
当
面
」
か
ら
生
す
る
現
讃
（
ω
鋤
園
の
倒
仲
搾
餅
弓
β
δ
）
の
知
で
あ
る
と
い
は
れ

る
（
国
．
ζ
①
↑
）
o
修
習
と
は
深
際
慮
（
鼠
象
伽
び
唄
鋤
。
駆
効
口
触
）
と
も
藤
壷
さ
れ
角
涛
似
①
倉
蕊
9
ρ
α
吟
）
、
早
鐘
の
費
修
と
も
み
る
こ
と
が

　
　
　
瀦
合
の
閃
果
と
韓
墾
の
因
…
米
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
五
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折
甑
攣
槻
桝
究
　
　
鯵
四
n
百
鷲
…
十
八
簾
伽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
譜
「
山
ハ

で
き
よ
う
。
だ
か
ら
自
性
と
我
の
隈
別
事
は
、
鍮
伽
の
賢
践
に
よ
る
一
つ
の
直
畳
と
も
い
ふ
べ
き
で
、
現
誰
は
こ
の
や
う
な
性
格
を
示
し

て
み
る
と
思
は
れ
る
。
歴
別
知
は
僧
伽
の
賢
践
に
お
い
て
費
現
さ
れ
る
眞
知
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
以
上
逓
べ
た
や
う
に
、
根
本
肉
性
の
非
意
慾
と
い
ふ
　
囚
が
、
畳
以
下
の
攣
異
で
あ
る
果
と
し
て
縛
帯
す
る
こ
と
、
郡
ち
階
囚
か
ら
果
が
生

す
る
こ
と
は
、
無
知
の
自
性
だ
け
で
は
成
立
し
え
な
い
も
の
で
、
賢
践
に
よ
る
貫
知
の
費
現
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
る
る
〇
三
徳
が

顯
は
れ
た
畳
以
下
の
果
舞
か
ら
、
因
中
有
果
の
立
場
に
よ
っ
て
、
三
徳
亭
衡
の
愚
弄
異
と
い
ふ
因
を
比
量
し
て
立
て
ら
れ
た
韓
継
｛
の
因
果

は
、
眞
知
の
賢
現
と
い
ふ
費
践
に
お
い
て
確
立
さ
れ
る
。
貫
知
の
費
現
に
お
い
て
、
我
は
畳
等
の
攣
」
異
と
し
て
自
己
を
賢
現
し
、
我
に
等

し
い
根
本
自
性
が
墨
等
の
攣
異
と
し
て
縛
墾
す
る
こ
と
が
な
り
二
つ
の
で
あ
る
Q

五

　
以
上
は
積
聚
論
を
と
る
ゾ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
の
因
果
と
、
蒋
攣
論
を
と
る
サ
ー
ン
キ
ヤ
の
因
果
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
槍
討
し
元
も
の

で
あ
る
が
、
さ
ら
に
二
つ
の
因
果
を
比
較
し
て
考
へ
て
み
ょ
う
。
サ
ー
ソ
キ
ヤ
は
す
で
に
蓮
べ
た
や
う
に
、
ブ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
の
因
寧
無

果
の
執
を
破
る
売
め
に
、
因
中
有
果
を
圭
空
し
た
。
こ
れ
が
韓
攣
の
因
果
で
あ
る
。
雲
鳥
・
無
果
は
閃
と
果
と
の
別
異
を
み
る
も
の
で
あ
る

が
、
ブ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
は
輩
に
因
果
の
別
異
を
霊
漏
す
る
の
で
は
な
い
。
因
果
は
一
で
も
別
で
も
な
く
不
離
に
和
合
し
て
み
る
こ
と
を
説

く
の
が
ブ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
で
あ
り
、
因
か
ら
果
が
生
す
る
場
合
も
、
和
合
因
と
し
て
の
費
が
根
抵
に
な
っ
て
み
る
。
サ
ー
ン
キ
ヤ
の
い
ふ

因
・
甲
紐
竃
米
は
、
。
ワ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
の
隅
囚
田
面
の
一
翼
畑
胴
を
・
と
・
b
へ
た
’
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
因
中
柵
…
田
木
・
と
有
田
氷
の
封
立
に
よ
っ
て
、
。
ワ
ノ
，
シ

ェ
…
シ
カ
と
サ
ー
ン
キ
ヤ
と
の
閃
果
を
み
る
こ
は
で
き
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
和
舎
の
因
果
は
、
和
合
因
と
し
て
の
費
に
他
の
句
義
が

不
離
に
和
合
し
て
み
る
關
係
で
あ
る
か
ら
、
室
聞
的
な
聖
霊
併
存
の
因
果
で
あ
り
、
因
中
有
果
の
立
場
は
、
因
か
ら
果
が
生
す
る
時
聞
的

な
前
後
の
因
果
…
關
係
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
和
合
の
…
囚
果
と
、
流
麗
即
製
の
縛
礎
の
因
果
と
で
は
、
因
果
の
み
か
た
が
違
ふ
。
｝
鷹
…

槍
こ
の
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
湘
合
し
て
み
る
園
果
に
つ
い
て
、
指
こ
れ
が
こ
こ
に
あ
る
」
と
知
ら
れ
る
の
は
、
和
合

鞭
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に
も
と
つ
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
を
ま
で
和
合
を
と
ら
へ
和
合
に
逮
し
て
み
る
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
和
合
は
「
こ
れ
が
こ
こ
に
あ

る
」
か
ら
比
量
さ
れ
る
も
の
と
い
は
れ
た
。
し
か
し
比
量
さ
れ
た
和
合
も
ま
た
、
和
合
を
じ
か
に
と
ら
へ
て
み
る
の
で
は
な
い
。
和
合
壁

と
ら
へ
る
距
め
に
、
鍮
伽
行
考
の
現
量
と
い
ふ
特
別
な
現
量
が
詮
か
れ
た
所
以
で
あ
る
Q
和
合
は
す
で
に
述
べ
た
や
う
に
、
行
爲
に
よ
っ

て
費
現
さ
れ
、
行
爲
的
費
現
が
特
別
な
現
量
と
し
て
翼
知
の
書
誌
で
あ
る
。
和
合
の
閃
果
は
行
爲
的
に
費
現
さ
れ
る
も
の
で
、
封
書
的
に

と
ら
へ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
費
を
費
驚
と
し
樋
性
に
あ
た
る
他
の
句
義
と
併
存
せ
し
め
て
、
爾
者
の
和
合
遂
考
へ
て
も
、
こ
れ
は
察

聞
的
に
不
動
化
さ
れ
た
結
合
の
關
係
で
、
不
離
⑪
和
合
で
は
な
く
、
決
た
因
果
と
し
て
現
は
す
要
も
な
い
で
あ
ら
う
。
翼
知
と
し
て
賢
現

す
る
和
合
の
因
果
は
、
す
で
に
蓮
べ
だ
や
う
に
無
徳
の
費
が
徳
．
業
な
ど
と
し
て
限
定
さ
れ
か
費
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
…
常
住
・
遍
在
・

唯
一
の
我
、
即
ち
限
定
さ
れ
な
い
無
徳
の
我
が
、
徳
・
業
な
ど
の
知
と
し
て
限
楚
さ
れ
、
有
徳
の
我
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に

い
へ
ば
和
合
の
閃
果
も
、
同
時
併
存
で
は
な
く
時
言
的
な
前
後
の
關
係
と
み
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
こ
こ
で
ゾ
イ
シ
ェ
…
シ
カ
の
い
ふ
時
を

検
討
し
て
み
よ
う
。
後
な
る
も
の
に
お
い
て
後
な
り
と
い
ふ
こ
と
、
　
及
び
同
時
逞
速
と
い
ふ
こ
と
が
、
時
の
誰
相
（
出
帥
か
q
g
o
）
と
い
は
れ

る
（
ノ
㍉
ω
．
　
囲
囲
●
　
繭
一
●
　
①
陰
）
。
時
は
難
聴
の
申
に
数
へ
ら
れ
る
費
句
義
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
後
．
同
時
・
…
等
速
と
い
ふ
日
常
の
観
念
が
生
す

る
。
だ
か
ら
こ
れ
ら
の
槻
念
を
諮
縮
と
し
て
時
の
賢
在
を
推
知
し
う
る
、
と
い
ふ
の
が
ゾ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
の
見
方
で
あ
る
。
同
時
。
濃
州

な
ど
の
誰
相
は
、
樂
・
苦
．
欲
．
曝
な
ど
が
我
の
誰
相
と
い
は
れ
る
（
＜
ω
●
H
昌
謡
い
艀
●
）
や
う
に
、
賢
句
義
で
あ
る
「
時
」
の
現
は
れ
た

相
達
い
ふ
。
　
ま
か
詞
時
な
ど
の
観
念
（
℃
脱
鋤
仲
団
地
矯
餌
）
と
い
へ
ば
（
勺
⇔
弓
げ
・
緊
卜
。
9
）
、
　
槻
念
は
「
畳
」
と
同
じ
意
味
を
も
っ
か
ら
（
℃
b
d
巨
や

霧
●
）
、
そ
れ
は
實
我
の
現
は
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
同
時
・
邊
速
な
ど
は
、
時
0
現
は
れ
な
果
の
状
態
と
み
ら
れ
て
る
る
。
　
こ
れ

に
賞
し
て
和
合
因
で
あ
る
費
と
し
て
の
時
は
、
芝
原
（
＜
ω
・
一
同
’
諜
。
刈
・
）
・
遍
在
（
＜
ω
．
＜
H
H
・
一
・
b
δ
α
い
く
即
瓜
．
一
q
℃
．
一
W
プ
》
）
・
唯
一
（
＜
ψ
肩
H
●
圃
。
⑳

〈
達
：
d
や
）
。
無
活
動
（
〈
9
＜
・
騨
b
。
一
・
）
の
も
の
で
、
こ
の
駐
で
は
経
に
い
ふ
「
溢
し
費
と
全
く
岡
じ
で
あ
る
（
H
剛
」
・
拐
脳
く
H
回
払
・
鱒
翻
目
目
・

凶
●
N
曾
く
凶
い
b
。
H
・
）
。
我
も
ま
た
す
で
に
蓮
べ
た
や
う
に
、
常
住
・
遍
在
・
唯
一
と
い
は
れ
る
。
費
と
し
て
の
我
は
活
動
性
で
、
業
（
驚
動
）

解
義
と
の
和
合
を
費
現
し
う
る
が
、
伺
畿
の
上
で
は
我
と
業
と
は
峻
別
さ
れ
る
べ
き
で
、
我
そ
の
も
の
は
無
活
動
と
も
み
ら
れ
る
や
う
に

　
　
　
和
合
の
因
果
と
韓
墾
の
因
…
牽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
セ

「
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哲
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研
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困
．
向
滋
十
八
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

な
っ
た
（
勺
㎞
W
7
．
ぐ
日
く
．
℃
●
c
◎
●
）
o
こ
の
や
う
に
察
や
我
に
等
し
い
時
そ
の
も
の
は
、
無
徳
の
賢
と
し
て
の
時
で
あ
り
、
同
時
・
遽
遽
な
ど
の

時
か
ら
み
れ
ば
、
む
し
ろ
時
で
な
い
も
の
と
い
へ
よ
う
。
無
徳
の
賢
で
あ
り
、
し
允
が
つ
て
和
合
礪
で
あ
る
時
が
、
同
時
・
駆
馳
な
ど
の

果
の
歌
態
と
し
て
和
合
を
賢
現
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
向
じ
ゃ
う
に
無
徳
の
費
我
が
、
同
時
・
邊
速
な
ど
の
部
属
と
し
て
和
合
を

費
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
時
の
現
は
れ
そ
の
も
の
が
和
合
の
因
果
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
や
う
に
み
れ
ば
、
和
合
の
囲
果
に

同
時
と
か
前
後
を
い
ふ
こ
と
は
遽
切
で
な
く
、
同
時
・
葡
後
な
ど
が
和
含
の
因
果
に
よ
っ
て
あ
る
こ
と
に
な
る
。
因
と
果
と
を
平
時
と
か

押
後
と
み
る
こ
と
が
、
因
と
巣
と
の
二
つ
の
關
係
を
み
る
も
の
で
あ
り
、
合
の
立
場
で
あ
っ
て
不
離
の
和
含
に
は
な
ら
な
い
。
時
に
つ
い

て
の
み
か
た
は
サ
ー
ン
キ
ヤ
で
も
同
檬
で
あ
る
。

　
サ
ー
ソ
キ
ヤ
の
因
中
有
果
の
立
場
は
、
囲
か
ら
果
が
生
す
る
時
間
的
な
因
果
野
望
と
も
み
ら
れ
ゐ
。
因
か
ら
果
が
生
す
る
と
い
ふ
の
は

縛
鑓
生
で
あ
り
轄
麺
の
因
果
で
あ
る
Q
　
し
か
し
こ
の
場
合
の
因
は
、
す
で
に
蓮
べ
π
や
う
に
非
礎
異
の
撮
本
自
性
で
あ
り
、
常
置
・
逓

増
・
唯
一
・
無
活
動
・
猫
立
の
も
の
と
い
は
れ
距
Q
サ
ー
ン
キ
ヤ
で
は
非
礎
異
の
綴
本
自
性
は
時
で
は
な
い
。
常
住
と
い
っ
て
も
、
す
で

に
述
べ
施
如
く
そ
れ
は
不
生
の
意
味
で
あ
り
、
し
π
が
っ
て
不
滅
を
意
味
す
る
。
「
各
回
騰
設
名
品
時
節
一
。
渦
去
踏
み
異
名
二
瀬
去
時
一
。
現

在
未
繁
黒
鍵
如
〆
是
。
故
知
縛
節
幾
是
鑓
異
別
名
」
（
金
③
一
・
）
と
い
は
れ
る
や
う
に
、
過
現
未
の
時
は
攣
異
に
癒
す
る
Q
謬
論
の
時
か
ら

み
れ
ば
、
常
住
．
遍
在
な
ど
と
い
は
れ
、
我
と
等
し
い
と
さ
れ
た
非
驚
異
は
、
渦
現
未
の
憾
か
に
あ
る
と
も
い
へ
よ
う
。
こ
の
や
う
な
非
、

攣
異
の
因
か
ら
攣
異
の
果
が
生
す
る
こ
と
が
、
縛
攣
の
閃
果
で
あ
り
、
渦
現
未
の
墾
異
も
縛
攣
の
因
果
に
よ
っ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
サ
ー
ソ
キ
ヤ
に
貫
い
て
は
、
転
質
生
の
因
果
は
時
聞
的
な
前
後
の
…
關
係
に
は
な
っ
て
み
な
い
。
し
か
し
非
麺
「
異
の
根
本
自
性
を
宇
宙
創

造
の
原
理
と
み
る
な
ら
ば
、
　
こ
の
非
攣
異
を
根
本
と
し
て
古
ウ
パ
エ
シ
ア
ッ
ド
な
ど
に
み
ら
れ
る
や
う
な
潮
懸
論
が
な
り
な
つ
で
あ
ら

う
。
け
れ
ど
も
サ
；
ン
キ
ヤ
の
趣
旨
は
、
字
宙
の
創
燈
を
働
く
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
根
本
自
性
と
麺
異
と
我
と
の
翼
知
に
よ
っ

て
、
結
局
は
自
性
と
我
と
の
匿
別
知
に
よ
っ
て
、
三
遍
（
六
天
・
圏
内
・
回
外
）
に
黒
め
ら
れ
る
自
性
縛
攣
の
苦
界
を
解
脆
す
る
の
が
サ
ー

ソ
キ
ヤ
の
罵
的
で
あ
み
（
鼠
α
・
駁
・
ピ
鉾
）
。
以
上
の
や
う
に
み
み
な
ら
ば
、
和
合
の
因
果
と
韓
墾
の
因
果
と
を
、
同
時
併
存
の
顕
果
と
生

》
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す
る
閃
果
と
し
て
、
た
が
ひ
に
趨
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ら
う
Q
同
時
と
か
前
後
と
か
い
ふ
こ
と
が
、
因
果
に
よ
っ
て
な
ウ
た
っ
て
み

る
の
で
あ
る
。

　
三
徳
李
衡
の
非
攣
異
と
い
ふ
幽
囚
が
、
三
周
囲
顯
、
現
の
錨
礎
異
と
い
ふ
果
に
な
る
と
い
へ
ば
、
幣
囚
果
の
㎜
聞
に
は
同
「
性
が
み
と
め
ら
れ
、
必
然

的
な
關
係
が
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
箪
に
三
徳
準
衡
が
三
徳
鰻
重
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
卑
湿
の
因
果
が
賢
現
さ
れ
る
の
で

は
な
い
。
魑
攣
の
因
果
は
前
に
い
っ
た
や
う
に
、
我
の
「
見
る
」
が
畳
等
の
活
き
で
あ
る
攣
異
を
通
し
て
自
己
を
費
規
す
る
こ
と
が
な
け

れ
ば
、
な
り
か
た
な
い
。
我
の
「
見
る
」
が
賢
現
す
る
こ
と
は
、
知
者
ど
し
て
の
我
が
費
現
す
る
こ
と
で
あ
り
、
我
の
眞
知
が
現
は
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
我
の
虞
知
が
現
は
れ
る
こ
と
は
、
畳
等
の
活
き
（
自
性
）
が
自
ら
を
、
自
己
と
は
金
く
異
っ
た
我
の
「
見
る
し
の
實
現
で

あ
る
と
し
て
自
附
覚
す
る
こ
と
、
即
ち
自
性
と
我
と
の
優
馳
駆
（
翼
知
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
轄
攣
國
の
閃
果
は
、
岡
一
性
と
か
漣
綾

と
か
の
な
い
、
衝
く
異
つ
％
κ
我
の
「
圓
兄
る
」
と
難
等
と
の
結
紬
ぴ
つ
き
”
か
張
砿
疑
り
れ
Ψ
ぱ
、
繭
な
り
％
κ
ち
え
な
い
。
こ
の
場
ム
ロ
に
分
っ
て
い
へ
ば
、

我
の
「
見
る
」
は
因
に
あ
た
り
、
昇
等
は
果
に
な
る
。
我
の
「
見
る
」
そ
れ
翻
心
は
、
前
に
い
っ
た
不
生
・
不
減
な
ど
と
い
は
れ
る
我
そ

の
も
の
で
あ
り
、
我
と
同
じ
に
み
ら
れ
な
非
攣
異
の
根
本
自
性
も
こ
の
位
畳
に
あ
る
も
の
と
い
へ
よ
う
。
こ
の
や
う
な
我
や
根
本
自
性
は

舞
等
の
鍵
異
か
ら
み
れ
ば
、
何
ら
の
限
定
も
う
け
な
い
無
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
。
因
中
有
果
の
立
場
か
ら
、
三
徳
不
衡
と
み
ら
れ
た
非

塗
異
の
根
・
本
自
性
は
、
や
が
て
三
徳
が
顯
現
す
る
可
能
態
と
も
い
へ
る
が
、
我
に
澗
じ
と
み
ら
れ
な
摂
本
自
性
は
、
発
く
三
徳
の
な
い
も

の
で
可
能
態
と
も
い
へ
な
い
。
か
か
る
無
に
等
し
い
聖
寿
は
根
本
自
性
が
、
そ
れ
と
全
く
異
る
魔
等
（
三
徳
冥
官
）
と
結
び
つ
く
、
と
い

ふ
か
た
ち
を
と
る
の
が
縛
攣
の
因
果
で
あ
る
Q
こ
の
結
び
つ
き
は
、
蝿
等
と
そ
の
出
所
或
は
根
搬
と
の
不
離
と
い
ふ
か
た
ち
を
と
る
か
ら

畳
の
封
象
的
認
識
で
は
と
ら
へ
ら
れ
な
い
。
鍮
伽
の
賢
践
に
戯
け
る
直
撃
が
論
か
れ
弛
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
の
腹
畳
が
我
の
翼

知
即
ち
畳
の
麗
別
知
に
醸
か
な
ら
な
い
。
眞
知
に
よ
っ
て
解
悟
を
う
る
と
い
ふ
の
が
サ
ー
ソ
キ
ヤ
の
敏
で
あ
る
。
だ
か
ら
韓
墾
の
因
果
は

解
答
を
も
た
ら
す
翼
知
の
聖
堂
と
し
て
、
は
じ
め
て
確
立
さ
れ
う
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
墨
等
の
果
が
自
己
の
根
擦
を
自
識
す
る
こ

と
が
、
因
で
あ
る
根
糠
が
果
を
通
し
て
自
己
を
賢
現
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
縛
謎
の
因
果
は
、
　
厚
徳
第
衡
が
三
徳
纈

　
　
　
和
A
調
の
瞬
附
氷
と
紬
聯
関
の
因
鰯
木
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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四
〇

現
に
な
る
と
い
ふ
、
軍
な
る
必
然
的
な
圃
中
有
果
の
因
果
で
は
な
い
や
う
に
な
っ
て
“
4
3
る
。
翼
然
に
は
か
か
る
園
中
有
果
の
因
果
も
、
翼

知
の
賢
現
と
し
て
の
閃
果
を
根
抵
に
し
て
み
る
わ
け
で
あ
る
。
自
性
は
前
に
い
っ
た
や
う
に
自
然
と
鐸
さ
れ
、
ま
穴
自
然
と
解
繹
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
が
、
サ
ー
ソ
キ
ヤ
の
い
ふ
韓
攣
の
因
果
は
、
以
上
の
や
ら
に
我
の
参
愚
な
く
し
て
は
賢
現
し
え
な
い
も
の
で
、
自
然
の
成
立

に
關
す
る
根
本
規
定
で
は
な
い
。
以
上
蓮
べ
π
や
う
な
因
果
の
關
蓮
は
、
和
合
の
因
果
に
涛
い
て
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
．

　
ブ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
の
和
含
の
因
果
は
、
賢
届
義
に
他
の
句
義
が
和
合
し
で
る
る
因
果
で
あ
る
。
和
合
因
と
し
て
の
蟹
は
實
盤
で
あ
り
、

和
合
し
て
み
る
徳
・
業
な
ど
は
旙
性
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
閃
果
は
貿
…
叢
と
髭
篭
と
の
必
然
的
な
關
…
係
で
あ
り
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
と
は
違

っ
て
因
と
果
と
は
全
く
霊
異
に
な
る
。
し
か
し
篇
合
の
因
果
に
も
、
箇
果
で
あ
る
か
ぎ
り
函
が
果
に
な
る
と
い
ふ
蓬
績
が
あ
り
、
同
一
性

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
費
と
徳
な
ど
と
し
て
、
伺
義
の
上
か
ら
峻
別
さ
れ
た
閃
　
果
の
結
び
つ
き
が
、
前
に
い
っ
た
不
離
の
和
合
で
あ

る
Q
不
離
の
和
合
は
、
合
の
や
う
に
二
つ
の
も
の
の
結
び
つ
ぎ
で
は
な
い
。
和
合
の
因
果
を
分
っ
て
い
へ
ば
、
前
に
槍
焦
し
た
や
う
に
、

因
は
無
徳
の
實
に
あ
た
り
、
偲
ら
限
定
さ
れ
な
い
賢
そ
の
も
の
で
あ
る
。
無
徳
の
賢
が
徳
・
業
な
ど
と
し
て
現
は
れ
る
と
こ
ろ
に
因
果
が

な
り
た
つ
Q
か
く
珊
は
れ
る
こ
と
は
、
徳
・
業
な
ど
が
と
ら
へ
ら
れ
て
る
る
こ
と
、
即
ち
「
魔
」
句
義
が
規
は
れ
て
る
る
こ
と
に
殴
か
な

ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
前
に
い
っ
た
や
う
に
、
常
住
．
遍
在
．
唯
一
．
無
活
動
の
我
が
、
行
爲
の
隈
定
に
よ
っ
て
徳
・
業
な
ど
の
難
（
知
）

と
不
離
の
和
合
を
演
習
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
我
そ
の
も
の
は
無
徳
■
で
あ
る
か
ら
、
和
合
を
實
現
し
な
け
れ
ば
」
・
目
己
か
．
心
懸
現
し
え
な

い
Q
こ
の
や
う
な
因
果
は
、
サ
ー
ソ
キ
ヤ
の
不
生
。
不
滅
な
ど
と
い
は
れ
た
．
無
に
等
し
い
丁
丁
は
根
本
自
性
が
、
畳
等
の
攣
．
異
（
三
徳
の

顯
現
）
に
韓
諭
す
る
因
果
と
、
同
じ
か
た
ち
を
と
っ
て
み
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
，
和
合
の
因
果
に
お
い
て
も
因
果
の
瀾
係
は
、

徳
・
業
な
ど
と
そ
の
皆
無
に
な
る
和
製
因
（
實
）
と
の
不
離
で
あ
る
か
ら
、
畳
（
悪
習
義
）
に
銘
す
る
認
識
で
は
と
ら
へ
ら
れ
な
い
。
畳

の
現
は
れ
そ
の
も
の
が
、
我
と
の
不
離
の
和
合
に
よ
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
鍮
挙
行
奢
の
直
畳
と
い
ふ
行
爲
的
把
捉
が
詮
か
れ
元
の
も
こ

の
た
め
で
あ
る
。
こ
の
直
黒
が
前
に
槍
濡
し
た
や
う
に
、
毒
忌
を
も
た
ら
す
旬
義
の
　
興
知
で
あ
り
、
我
の
眞
知
に
も
な
る
。
詰
合
の
園
果

も
ま
た
、
解
脆
を
も
た
ら
す
貫
知
の
費
目
と
し
て
確
立
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
漸
悟
も
我
の
容
辱
な
く
し
て
は
賢
現
し



な
い
も
の
で
、
箪
に
費
膿
と
鳳
…
性
と
の
必
然
的
な
關
係
で
は
な
い
。
費
と
徳
業
な
ど
と
の
關
係
が
因
果
と
し
て
論
か
れ
て
る
る
こ
と
も
、

眞
知
の
費
現
と
し
て
確
立
さ
れ
る
因
果
に
も
と
づ
い
て
み
る
わ
け
で
あ
る
Q
句
義
詮
も
通
常
は
自
然
哲
學
と
解
読
さ
れ
て
る
る
が
、
句
義

を
統
一
し
て
み
る
和
合
の
着
果
は
、
箪
に
多
檬
な
自
然
の
統
一
的
な
読
響
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
ゾ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ

を
経
の
説
く
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、
句
義
の
眞
知
に
よ
っ
て
解
瞬
を
う
る
敏
と
解
し
た
（
H
繭
・
郵
）
。

　
以
上
述
べ
旋
や
う
に
、
轄
墾
の
圃
果
も
和
韻
の
因
果
も
、
軍
に
因
中
有
県
や
無
果
の
重
斬
で
は
な
く
、
貫
知
の
費
現
と
し
て
行
山
野
に

確
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
翼
知
の
賢
婦
と
し
て
確
立
さ
れ
る
因
果
が
、
三
徳
早
衡
が
三
徳
顯
現
に
な
吟
、
賢
が
徳
．
業
な
ど
と
し
て
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

は
れ
る
必
然
的
な
圃
果
の
振
抵
に
な
っ
て
み
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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附
翫
　
本
稿
で
は
次
の
や
う
な
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を
用
ひ
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。
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瀦
合
の
因
朱
と
勅
鑓
の
囲
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generally　satisfactory　name　can　be　found，　begun　by　Wittgenstein　in　the

same　period．　lt　avoids　both　extremes　o£　existentiaiist　irrationalism　and

that　of　scientism．　This　influence　ls　now　domlnating　the　scene　in　British

and　American　philosophy．　lt　shows　sympathy　for　and　understanding　of

the　various　uses　of　1anguahqe，　scientific，　ordinary，　poetic，　etc．，　without

ma・king　any　one　ofi　them　primary　at　the　expense　of　the　others．　ln　this

way　it　respects　what　1　call　the　phenomenological　principle　of　initia｝

neutrality．

　　But　2t　needs　to　be　developed　into　a　sort　ofi　descriptive　metaphysics，

to　become　philosophically　adequate．　This　stage　of　development　is

already　showing　some　signs　of　having　begun．

Causalitiy　of　litliereiice　（saiti，kv，am．va）　alld

　　　Causality　of　iEvol’tition　（pa｝’ipamf｝）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Gil｛ai　Matsuo

　　The　Sathl〈hya　doctrine　that　the　cause　is　continually　transforming　into

its　effect　is　known　as　2，arlzzdi・mct－va’da　（doctrine　of　evo1ution）．　lt　is　also

termed　9α6なの？ノα一tuda　（doctrine　of　the　Potentia聾y　pre－existe難ce　of　effect

in　its　cause）．　On　the　other　hand，　the　Vaigeepika　maint4ins　that　the

effect　is　not　pre－existent　in　its　cause．　This　view　o£　causatlon　is　called

a・sα～みの・～／α一節‘～（t（doctrine　o至non－existent　effect），　which　is　also　termed

aj’a？nbha－ua－da・　（doctrine　of　new　creation）．　ln　this　artlcle　the　present

writer　has　tried　to　mal〈e　clea1r　the　fundamental　view－point　of　the　doct－

rine　of　causatlon　by　a　comparative　study　of　these　two　types　of　dectrine．

　　In　the　first　place，　the　Vfiige＄ika　doctrine　of　ctb‘atlta］’ycL　does　not　mear｝

that　an　effect　can　exist　apart　from　its　cause，　though　these　two　catego－

ries　must　be　kept　separate　from　each　other．　The　effect　inheres　in　the

cause　in　suclt　a　way　that　cause　and　effect　are　neither　the　same　nor

separated．　，S’a・mava’凾＝@（inherence）　is　siuch　an　inseparable　or　intimate

relation　subsisting　between　cause　and　effect．　The　perception　o£　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2



sumtn；f2ytt　relation，　in　so　Ear　as　it　is，　according　to　Vaiges．　ika，　obtainable

through　tl？e　profound　meditation　ef　a　yogln　or　ascetic，　is　not　an　objec－

tive　but　direct　and　practicaH〈nowledge　whereby　the　true　knowledge　ofi

廠eノ瞭～受〃醐（categories　of　Vaige＄ika）as　well　as　a〆1？laN，　the　perceiver

of　the　p　ttla”）Vhrft，　fnay　1）e　realized　and　salvation　be　attalned．

　　In　the　second　place，　it　should　be　noted　that　the　Sfiihkhya　doctrine　o£

／，tt・t’iLi　an｝ti－i：ct，Irs　dogs　not　rtiean　a　mere　identity　ef　qontent　between　cause

and　effect．　Ra亡her，　the　cause（～η・吻？：9t　or‘吻磁・～α，撫e　u難manifested）is，

according　to　Sanikhya，　essentially　differene　from　the　effect　（vayal・rfrg，

the　rnanifested）一and　is　endowed　with　eternity，　omnipr’esence，　singleness，

and　immutability，　the　same　traits　that　Safu1〈hya　gives　to　the　czh，tem

or　soul．　Hence　the　relation　of．　cause　and　e£fect　should　be　expressed　as

ene　o£　identity－in－difference．　The　subtle　（s；，，（s．　mcf）　relation　like　this

can　not　be　reallzed　without　the　true　knowledge　arising　£rom　making　a

distinction　between　the　a－imai）一this　is　the　very　same　as　avyaleta－and

vy／（tl”／tz．　Such　a　discriminative　knowledge　that　is　essential　to　salvation，

so　assert　the　commentaries　on　Sailikhya，　shbuld　be　acquired　intuitively

through　a　practice　of　profound　meditation　on　the　Sai’nkhya’s　twenty一£ive

principles　whtch　are　summarized　by　the　above　metationed　tkree　terms　：

じノ／娩～a．，ω～μ漁，and　atn｛　ri，’～．．　Accordingly，琵颯ay　be　said　in　con6痴s至on

that　the　two　doctrines　of　causallty　are　both　established　2n　a　practical

way　on　the　ground　o£　the　realization　of　true　knowledge，　which　brings

salvation　to　man．
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