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＋
ω
δ
．
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近
ご
ろ
感
銘
を
以
て
讃
む
こ
と
が
で
き
た
。
以
下
之
を
少
し
く
紹
介
し
、

そ
の
讃
後
感
を
賦
し
て
見
た
い
。

　
本
書
は
佛
数
の
争
心
を
哲
京
葉
組
織
的
に
叙
述
せ
る
も
の
と
し
て
、
近

來
ま
れ
に
見
る
近
著
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
署
薪
が
こ
こ
に
佛
教
の
「
根

本
的
夏
至
」
と
な
す
も
の
は
、
般
若
綴
や
龍
樹
以
下
の
著
遮
に
見
ら
れ
る

中
妻
哲
學
を
指
す
の
で
あ
り
、
之
こ
そ
す
べ
て
の
佛
教
に
顯
ず
る
本
質
的

立
場
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
由
來
す
る
駈
、
そ
の
性
格
、
他
の
哲
畢
や
後

代
へ
の
そ
れ
の
影
響
す
る
所
を
廣
く
論
じ
て
み
る
。
佛
数
乃
簗
五
趣
哲
學

の
こ
の
様
な
解
明
は
、
日
本
で
は
も
と
よ
り
宅
療
や
イ
ン
ド
の
學
春
の
手

に
成
っ
た
も
の
も
、
そ
の
例
は
必
ず
し
も
少
な
く
は
な
い
。
然
し
そ
れ
ら

に
淫
し
て
本
書
は
、
濁
自
に
し
て
か
つ
斬
新
な
立
場
を
示
し
て
み
る
。
筆

春
に
は
そ
れ
が
、
從
來
の
何
れ
よ
り
も
、
日
本
に
於
け
る
考
へ
方
に
近
い

も
の
＼
様
に
受
け
と
れ
た
。
著
蕎
ム
ル
テ
ィ
言
言
は
、
現
在
ベ
ナ
レ
ス
大

ム
ル
テ
ィ
教
授
の
近
業

畢
に
敬
鞭
を
と
り
、
イ
ン
ド
交
化
や
梵
語
畢
に
つ
い
て
慶
く
講
義
を
行
っ

て
み
る
。
自
ら
ヴ
ェ
ダ
…
ン
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
正
統
バ
ラ
モ
ン
の
思
想
に

通
擁
す
る
と
共
に
、
他
方
ジ
ャ
イ
ナ
数
、
ま
た
本
書
に
見
ら
れ
る
如
く
佛

数
に
樹
す
る
該
榑
な
知
識
と
正
當
な
評
説
と
の
持
主
で
あ
る
。

　
そ
の
師
ラ
ダ
ク
リ
シ
ナ
ン
に
捧
げ
ら
れ
た
本
書
の
特
色
は
、
次
の
三
鮎

に
要
約
し
得
る
で
あ
ら
う
。
第
一
に
著
藩
は
、
イ
ン
ド
に
於
け
る
思
想
の

潮
流
を
二
つ
に
大
別
し
、
ヴ
ェ
ー
ダ
以
來
、
今
日
の
イ
ン
ド
数
に
ま
で
つ

な
が
る
バ
ラ
モ
ン
的
傳
統
を
一
方
に
お
く
と
共
に
、
之
に
封
立
す
る
も
の

と
し
て
樺
癒
に
始
ま
る
佛
数
を
他
方
に
お
い
た
。
而
し
て
そ
の
後
悲
佛
数

が
十
分
に
醐
花
し
た
の
は
、
大
乗
吾
吾
番
た
る
龍
樹
の
申
観
哲
學
で
あ
る

と
す
る
。
斯
か
る
考
へ
方
そ
の
も
の
は
、
過
去
の
日
本
で
は
あ
へ
て
異
と

せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
從
來
の
臼
・
本
の
傳
統
的
な
佛
離
縁
で
は
、
沸

敏
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
思
想
を
異
質
的
に
趨
嫁
し
、
殊
に
ヴ
ェ
ー
ダ
以
來
の

バ
ラ
モ
ン
思
想
を
外
道
と
繕
し
て
、
之
と
は
は
っ
き
り
た
も
と
を
分
つ
も

の
と
教
へ
ら
れ
て
來
た
。
近
代
の
研
究
は
之
に
封
し
て
、
佛
教
の
諸
要
素

が
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
そ
の
他
に
負
ふ
所
の
多
い
こ
と
を
摺
高
し
た
。
殊
に

イ
ン
ド
の
諸
畢
蓉
は
、
乙
嫁
も
ま
た
イ
ン
ド
の
並
物
と
し
て
ヒ
ン
ド
ゥ
の

一
癖
で
あ
る
と
し
、
ヴ
ェ
ダ
ー
ン
タ
の
不
二
の
慰
想
な
ど
＼
窮
極
的
に
は

一
致
す
る
と
設
く
も
の
が
多
か
っ
た
。
か
＼
る
閲
に
あ
っ
て
本
書
の
著
者

が
、
自
ら
イ
ン
ド
右
転
で
あ
り
な
が
ら
も
、
佛
教
、
殊
に
運
座
の
否
定
の

精
神
を
濁
懲
な
意
昧
を
有
す
る
も
の
と
し
て
見
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
高

く
評
画
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
春
意
は
、
右
の
如
き
臼
本
な
ど
の

佛
数
徒
の
感
情
に
つ
い
て
は
侮
の
知
識
も
持
っ
て
は
み
な
い
。
從
っ
て
著

蕎
の
こ
の
煮
繭
に
封
ず
る
意
昧
づ
け
は
、
宗
浜
的
な
感
畳
か
ら
で
は
な

七
滋
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哲
雛
研
究
　
第
鴎
冨
五
＋
二
號

く
、
彼
の
博
い
知
識
と
透
徹
し
た
理
解
か
ら
薩
み
禺
き
れ
た
も
の
で
あ

る
。
バ
ラ
モ
ン
的
な
流
れ
と
は
異
質
的
に
封
罪
す
る
薪
た
な
る
立
場
を
佛

数
に
於
い
て
見
出
す
と
い
ふ
黙
で
は
、
著
藪
は
そ
の
師
た
る
ラ
ダ
ク
リ
シ

ナ
ン
搏
士
を
も
批
製
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
サ
お
1
悼
O
）
。

　
第
二
に
本
書
は
、
廣
籍
關
の
梵
語
交
献
の
引
用
に
瀧
ち
て
る
る
。
著
春

が
右
の
主
張
を
裏
づ
け
る
た
め
に
、
佛
敬
、
殊
に
中
怪
異
滋
の
現
存
梵
語

テ
キ
ス
ト
を
暑
く
三
猿
し
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
っ
て
、
そ
の
原
券
が
多
く

脚
譲
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
み
る
。
然
し
我
々
に
と
っ
て
よ
り
以
上
に
参
渚

と
な
る
も
の
は
、
よ
り
多
く
の
文
献
を
佛
数
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
畢
派
か
ら

援
引
せ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
上
述
の
如
き
麟
い
調
野
に
立
つ
イ
ン
ド
人
畢

春
た
る
著
蕎
に
よ
っ
て
、
初
め
て
こ
の
こ
と
は
可
能
と
な
る
。
然
し
署
蕎

は
之
に
よ
っ
て
決
し
て
畳
数
を
彪
大
な
イ
ン
ド
傳
統
の
諸
文
献
の
中
に
埋

没
せ
し
め
、
彼
此
を
思
想
的
に
混
同
し
た
の
で
は
な
い
。
卸
っ
て
之
に
よ

っ
て
佛
敦
の
有
す
る
否
定
の
意
味
を
浮
彫
に
し
、
封
照
的
に
明
ら
か
に
せ

ん
と
し
、
か
つ
そ
れ
に
成
功
せ
る
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
笛
三
に
本
番
に
於
い
て
は
、
こ
の
佛
敢
の
獅
自
な
意
昧
が
、
し
ば
し
ば

西
洋
の
諸
哲
學
の
懸
系
と
比
較
交
渉
せ
し
め
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
鵠
弓

告
ρ
6
0
讐
円
ρ
瀕
録
『
鵠
£
鼻
即
9
亀
。
ど
じ
ご
。
ω
。
。
p
。
塵
器
∬
ω
則
撃
貧
F

bご

X
書
◎
詳
等
が
引
用
せ
ら
れ
、
殊
に
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
単
比
が
屡

躍
如
は
れ
た
。
か
㌧
る
鍬
比
が
正
鵠
に
行
は
れ
て
る
る
か
否
か
は
、
筆
者

は
審
ら
か
に
之
を
論
じ
得
な
い
。
難
題
、
ほ
と
ん
ど
二
千
年
以
前
に
花
を

開
い
た
イ
ン
ド
の
丁
霊
と
、
近
代
或
は
現
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
雛
と
を

比
較
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
ら
種
々
の
誤
解
の
危
疑
を
含
む
も
の
で
あ

る
。
然
し
な
が
ら
、
英
語
に
よ
る
讃
考
へ
の
理
解
の
手
段
と
し
て
ま
た
問

七
六

題
の
現
代
的
肝
心
へ
の
蘭
連
を
明
ら
か
に
す
る
上
か
ら
も
、
あ
へ
て
か
＼

る
方
法
を
と
っ
た
と
い
ふ
署
巻
の
意
圓
も
ま
た
、
十
分
野
諒
承
せ
ら
る
べ

き
で
あ
ら
う
。
一
方
に
於
い
て
廣
く
梵
語
原
文
を
脚
註
に
収
め
つ
、
、
他

方
で
は
之
を
慣
用
の
哲
藥
用
語
に
爲
し
て
そ
れ
ら
の
思
想
の
本
質
を
比
較

せ
ん
と
し
た
著
蒋
の
努
力
は
、
當
然
高
く
評
優
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

　
か
つ
て
著
曹
は
筆
洗
に
向
っ
て
、
本
書
は
相
反
す
る
爾
面
か
ら
非
難
を

受
け
た
と
い
っ
て
苦
笑
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
之
ま
た
右
に
述
べ
た
本
書

の
特
色
に
由
議
す
る
で
あ
ら
う
。
即
ち
そ
の
非
難
の
箆
一
は
、
佛
敦
に
濁

霞
な
革
命
的
な
意
思
を
認
め
よ
う
と
す
る
こ
と
に
饗
す
る
、
傳
統
的
な
イ

ン
ド
数
の
側
か
ら
の
そ
れ
で
あ
る
。
第
二
は
之
と
は
逆
に
佛
敦
徒
、
特
に

南
方
上
坐
部
の
鶴
か
ら
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
佛
数
を
ヴ
ェ
ダ
ー
ン

タ
等
に
近
づ
け
る
も
の
と
し
て
の
至
難
で
あ
る
。
そ
れ
は
著
春
が
佛
教
の

根
本
馬
立
腸
が
、
（
原
始
佛
敦
に
於
い
て
で
は
な
く
）
、
特
に
大
乗
佛
教
た

る
龍
樹
以
下
の
中
耕
哲
學
に
よ
っ
て
開
顯
せ
ら
れ
た
と
な
す
黙
に
そ
も
そ

も
由
來
す
る
で
あ
ら
う
。
大
乗
里
数
を
あ
ら
ゆ
る
も
の
㌧
優
位
に
お
き
、

龍
樹
を
八
宗
の
塁
砦
と
な
す
日
本
の
佛
教
の
馬
射
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
事

情
は
大
い
に
異
る
も
の
が
あ
る
。

　
さ
て
本
宮
の
結
構
を
眺
め
て
見
る
と
、
本
門
は
十
四
章
か
ら
成
り
、
そ

れ
が
大
き
く
三
部
に
分
た
れ
て
み
る
。
第
　
部
は
「
巾
翻
畔
塗
の
起
原
と

護
展
」
と
題
せ
ら
れ
序
論
に
辿
る
。
こ
㌧
に
イ
ン
ド
暫
學
の
ゴ
つ
の
傳
統

と
し
て
、
ウ
パ
ニ
シ
海
、
ッ
ド
の
思
惟
と
佛
教
と
が
野
立
せ
し
め
ら
れ
る
。

即
ち
前
者
が
我
論
（
惣
ひ
ヨ
象
δ
聖
く
餌
餌
9
）
で
あ
る
に
嬉
し
、
後
巻
は
刹
那
滅
・

無
常
論
（
す
”
鐸
幹
鋤
）
で
あ
り
、
前
浜
が
有
的
、
空
間
的
、
算
定
的
、
濁
漸

約
で
あ
る
に
鉗
し
、
後
者
は
攣
化
的
、
否
定
的
、
縷
験
的
、
批
到
的
で
あ
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る
と
い
ふ
（
℃
曜
目
）
。
之
と
關
凝
し
て
著
蕎
は
、
リ
ス
デ
ヴ
ィ
ヅ
等
が
原

始
書
画
は
無
我
論
に
非
ず
と
論
ず
る
こ
と
を
駁
す
る
（
署
』
O
…
。
。
α
）
。

　
次
に
著
春
は
盤
陀
の
「
沈
獣
」
を
と
り
上
げ
、
そ
こ
に
眞
の
認
識
法

（
漁
師
o
o
口
。
）
あ
り
と
し
、
そ
れ
が
や
が
て
申
入
哲
學
の
蘭
駆
な
り
と
い

ふ
。
即
ち
佛
陀
の
沈
獣
、
乃
至
無
我
論
は
翼
蟹
在
が
絡
に
不
可
素
読
な
り

と
な
す
臼
難
で
あ
っ
て
、
こ
の
黙
篇
臓
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
昌
㊦
口
露
①
鵠

と
い
ふ
否
定
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
然
し
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
が
楼
観
的

で
あ
る
に
饗
し
て
、
佛
陀
は
は
る
か
に
含
理
的
、
辮
澄
法
的
で
あ
り
、
前

春
が
何
ら
か
の
慈
我
を
説
く
に
封
し
て
、
後
考
に
と
っ
て
自
我
は
最
靭
の

過
誤
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
佛
陀
の
無
我
論
は
、
有
と
無
、
有
我
と

無
我
と
を
趨
え
た
中
道
で
あ
り
、
や
が
て
中
観
的
な
豪
遊
法
を
導
き
出
す

と
い
ふ
。

　
次
い
で
上
述
の
二
つ
の
思
潮
の
書
展
が
哲
學
史
的
に
叙
述
せ
ら
れ
、
特

に
撃
墜
誓
學
の
佛
教
士
に
於
け
る
聚
展
と
成
立
、
そ
の
外
数
に
饗
す
る
影

響
等
を
以
て
序
論
は
繁
る
。

　
第
二
部
は
本
論
で
あ
っ
て
「
哲
理
膿
系
と
し
て
の
辮
燈
法
」
と
起
せ
ら

れ
、
七
章
か
ら
成
っ
て
み
る
。
こ
＼
に
辮
難
業
（
島
一
P
一
①
O
離
O
）
な
る
語
は
、

著
者
が
屡
。
用
ひ
る
他
の
語
、
即
ち
絶
封
、
自
宙
等
と
共
に
、
本
書
の
患

想
の
根
幹
を
形
づ
く
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
梵
語
と
し
て
の
原
形
は
必

ず
し
も
明
瞭
で
な
い
。
著
者
ま
た
之
を
直
ち
に
δ
び
q
ざ
と
も
呼
び
、
從
っ

て
そ
れ
を
梵
語
に
配
す
れ
ば
、
鍵
¢
二
障
舜
（
比
論
）
と
も
ご
滋
旨
（
正
理
）

と
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
然
し
辮
誕
法
は
他
方
　
鱒
8
域
ど
　
弾
器
。
戸
儀
。
α
窺
－

厳
麟
騎
ヨ
等
と
鋭
く
鉗
異
し
、
こ
れ
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
。
蒔
に
は
之

に
相
馬
す
る
も
の
と
し
て
ぴ
財
舜
曽
鷺
舞
饗
毒
即
脇
（
正
観
察
）
な
ど
の
語
も

ム
ル
テ
ィ
教
授
の
近
業

冤
え
る
（
℃
隣
邸
O
Φ
植
　
c
◎
G
Q
①
）
が
、
著
者
が
實
際
に
こ
の
語
を
以
て
思
ひ
浮
べ

る
も
の
は
、
プ
ラ
ー
サ
ン
ギ
カ
の
原
理
と
し
て
の
　
質
器
監
腿
・
9
導
き
p
。

（
鷹
過
論
）
な
の
で
あ
ら
う
。
愁
過
の
論
理
は
、
主
と
し
て
次
に
述
べ
る
四

句
分
別
（
o
暮
島
－
犀
○
暦
剛
）
を
通
じ
て
行
は
れ
る
。
岡
時
に
ま
た
前
述
の
如
き

中
道
と
い
ふ
こ
と
、
或
は
中
親
（
臼
鑑
ξ
p
鼠
ぎ
）
な
る
文
字
が
、
そ
の
ま

～
有
と
無
と
の
二
二
を
超
え
た
膿
漏
的
立
場
を
示
す
も
の
と
し
て
、
著
者

の
所
講
辮
誰
法
な
の
で
あ
ら
う
。
か
＼
る
辮
観
法
の
簸
初
の
褒
見
春
は
三

章
に
他
な
ら
な
い
。
然
し
そ
れ
に
哲
學
的
な
除
町
が
與
へ
ら
れ
た
の
は
、

龍
樹
の
空
観
に
於
い
て
で
あ
る
。

　
無
我
論
と
と
も
に
「
法
論
扁
を
樹
立
せ
る
部
派
甘
受
は
、
龍
樹
の
直
接

の
気
勢
の
樹
象
で
あ
っ
た
。
然
し
龍
樹
は
蜜
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ

る
哲
學
へ
の
批
鋼
を
行
っ
た
の
で
あ
る
（
や
話
b
⊃
）
。
と
い
ふ
の
は
、
哲
學

は
常
に
自
己
内
の
矛
濁
、
二
律
背
反
に
薩
る
運
命
を
有
す
る
に
翻
し
、
辮

誰
法
は
軍
な
る
矛
眉
で
は
な
く
、
矛
周
を
曝
露
し
、
矛
眉
を
自
蟹
に
も
た

ら
し
、
か
つ
之
を
解
決
せ
ん
と
試
む
る
精
融
的
な
運
動
だ
か
ら
で
あ
る

（
箸
置
漣
一
誌
㎝
）
。
　
一
方
で
は
懐
疑
論
、
無
決
定
論
が
、
他
方
で
は
反
形

而
上
學
的
な
蜜
謹
主
義
が
嘱
黙
せ
ら
れ
る
に
至
る
の
も
、
そ
の
結
果
と
し

て
で
あ
る
。
然
し
中
観
は
こ
れ
ら
の
思
想
的
態
度
を
す
べ
て
分
析
し
て
否

定
し
た
。
翼
蜜
は
純
緯
に
否
定
的
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
態
度
の
軍
な
る

集
積
と
し
て
の
綜
合
で
は
な
い
。
所
謂
四
句
分
別
は
、
か
～
る
純
粋
繕
封

否
定
の
意
味
を
持
つ
（
や
路
Φ
塗
）
。

　
四
句
再
建
は
根
本
的
に
は
ω
有
、
働
無
、
㈹
有
に
し
て
無
、
ω
有
に
も

非
ず
無
に
も
非
ず
、
と
い
ふ
形
を
と
る
。
著
者
は
順
次
に
こ
の
四
を
、
ヴ

ェ
ダ
ー
ン
タ
の
有
論
、
佛
数
（
部
派
佛
教
）
の
無
論
、
ジ
ャ
イ
ナ
の
蓋
然

七
七
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論
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
辮
鐙
法
、
及
び
不
可
知
論
乃
至
懐
疑
論
に
鉗
配
し
て
港

へ
て
る
る
。
ま
た
四
句
分
別
は
、
中
論
の
冒
頭
に
見
ら
れ
る
生
起
に
爾
す

る
四
句
、
郭
ち
ω
自
よ
り
生
ず
、
②
他
よ
り
生
ず
、
㈲
自
他
の
こ
よ
り
生

ず
、
ω
無
因
に
し
て
生
ず
、
で
あ
る
が
、
著
毒
は
こ
、
で
は
順
に
、
数
論

の
終
生
設
、
総
数
及
び
正
理
振
の
他
生
、
ジ
訪
、
イ
ナ
の
二
生
、
唯
物
論
或

は
櫻
疑
論
の
無
園
論
に
封
配
す
る
（
℃
．
μ
ω
G
。
卑
）
。
　
こ
れ
ら
の
封
配
は
興

昧
も
あ
り
示
唆
的
で
も
あ
る
。
然
し
こ
の
四
句
が
す
べ
て
否
定
せ
ら
れ
、

脚
ち
あ
ら
ゆ
る
哲
學
が
批
生
せ
ら
れ
る
と
は
、
如
何
な
る
原
理
に
依
る
の

で
あ
ら
う
か
。
’

　
著
薯
に
よ
れ
ば
、
否
定
の
原
理
は
佛
陀
の
線
趨
で
あ
り
、
特
に
事
物

（
所
相
）
と
そ
の
属
性
（
能
纏
）
、
全
膿
と
部
分
、
下
れ
と
わ
が
も
の
、
等

々
の
聞
の
同
と
異
と
が
吟
味
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
ふ
（
喝
」
ω
熱
）
。

そ
れ
ら
の
下
立
的
な
耀
係
は
、
そ
れ
を
闘
と
し
て
も
異
と
し
て
も
、
窮
極

的
に
は
成
立
し
な
い
、
撃
ち
物
は
嶽
性
的
に
は
成
立
た
な
い
。
こ
れ
が
無

為
性
と
い
は
れ
、
空
と
い
は
れ
る
所
以
で
あ
る
。
か
＼
る
三
無
自
性
と
し

て
の
否
定
が
、
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
に
と
っ
て
必
然
的
蹄
繕
な
る
こ
と

を
曝
露
す
る
こ
と
が
、
慮
過
論
（
讐
器
p
。
｝
σ
q
君
a
霞
鋤
）
と
し
て
の
中
観
の

論
理
に
他
な
ら
な
い
（
箸
」
⊆
。
ド
置
O
）
。
そ
れ
は
、
否
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
何
か
を
背
定
す
る
如
き
こ
と
の
な
い
否
定
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
紹

鉗
否
定
で
あ
り
、
從
っ
て
中
業
に
は
論
鐘
的
な
定
需
が
な
く
（
や
H
。
。
邸
）
、

無
立
場
の
立
場
で
あ
る
（
℃
．
　
日
卜
⊃
O
”
　
ω
さ
り
O
）
。
そ
れ
故
に
辮
三
法
は
禽
己
撰

到
な
の
で
あ
り
、
中
灘
は
逸
事
で
あ
る
と
共
に
被
轡
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
等
量
e
Q

　
著
蓋
は
、
こ
の
中
観
の
立
場
に
軽
し
て
屡
≧
無
様
せ
ら
れ
る
種
々
の
論

七
八

難
に
署
し
て
も
、
一
々
解
答
を
與
へ
つ
㌧
、
次
第
に
中
観
に
於
け
る
否
定

の
意
味
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
努
め
る
。
即
ち
自
ら
に
定
書
な
く
し
て
、

或
は
論
理
を
許
容
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
他
を
批
黒
し
否
定
し
得
る
か
、

と
の
問
題
。
申
観
的
な
否
定
は
、
哲
學
そ
の
も
の
を
否
認
す
る
危
瞼
を
犯

し
つ
㌧
、
し
か
も
否
定
の
主
訴
と
否
定
の
封
象
と
は
絡
に
否
定
し
得
な
い

の
で
は
な
い
か
、
と
の
問
題
一
等
々
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
否
定
と
い
ふ

こ
と
は
、
ま
つ
そ
の
主
膿
や
錨
象
が
實
在
す
る
こ
と
を
豫
想
し
必
要
と
す

る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
實
在
は
、
行
軍
に
形
翠
霞
學
的
な
濁
断
な
の
で

あ
り
、
辮
誕
法
的
な
否
定
は
か
㌧
る
濁
断
の
内
な
る
空
酒
を
劉
製
す
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
否
定
と
は
、
健
在
の
後
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
印

ち
眞
實
の
認
識
に
よ
っ
て
否
定
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
否
定
は
眞

蟹
の
認
識
へ
の
手
段
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
プ
瓢
セ
ス
、
即
ち
論
理
的
理

性
を
否
定
し
超
越
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
眞
蜜
に
到
達
す
る
と
い
ふ
顯
で

は
、
ヴ
ェ
ダ
ー
ン
タ
も
鍮
…
伽
唯
識
も
、
中
観
も
蜜
は
一
致
し
て
み
る
。
た

ゾ
ヴ
ェ
ダ
ー
ン
タ
に
於
い
て
は
、
堅
魚
の
地
剛
が
豫
め
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド

に
よ
っ
て
與
へ
ら
れ
て
る
る
。
プ
ロ
セ
ス
は
ま
っ
か
㌧
る
啓
示
に
始
ま
っ

て
、
翼
蜜
を
観
る
智
に
於
い
て
完
成
す
る
が
、
そ
の
闘
に
あ
っ
て
否
定

は
、
攣
化
と
差
珊
と
を
翼
蜜
・
蜜
在
と
し
て
誤
認
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ

る
。
之
に
反
し
て
蛇
心
哲
學
に
は
全
く
神
の
啓
示
が
な
く
、
否
定
は
鷹
接

に
入
聞
の
濁
漸
に
聾
し
て
向
け
ら
れ
る
。
否
定
の
鍬
象
は
、
鞍
馬
の
「
影
」
、

「
假
」
と
い
ふ
如
き
も
の
で
は
な
い
。
辮
旧
法
は
人
聞
の
濁
断
、
見
（
恥
場
獄
）

を
欝
養
と
し
て
生
熟
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
純
粋
に
論
理
的
で
あ

る
。
同
じ
く
大
乗
佛
教
と
し
て
の
唯
識
學
派
に
於
い
て
は
、
否
定
は
客
観

的
な
る
も
の
、
獺
在
性
に
向
け
ら
れ
、
こ
の
黙
に
於
い
て
ヴ
ェ
ダ
ー
ン
タ
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と
異
る
。
然
し
か
く
の
如
く
外
境
が
否
定
せ
ら
れ
て
内
な
る
心
－
識
の

蟹
在
が
立
て
ら
れ
る
所
に
、
中
観
と
も
異
っ
て
、
そ
の
否
定
は
心
理
的
で

あ
る
　
（
賢
H
切
Q
◎
｛
）
o

　
次
い
で
著
蕎
は
そ
の
第
七
章
に
於
い
て
、
右
の
如
き
影
踏
の
論
理
の
県

鰹
的
な
適
用
を
見
る
。
即
ち
『
中
論
』
第
一
品
の
因
果
朋
係
、
第
二
晶
の

蓮
動
、
第
三
品
以
下
の
阿
毘
達
磨
的
譲
概
念
の
吟
声
、
第
十
八
品
以
下
の

我
、
虚
窒
、
薩
閥
、
ア
ト
ム
等
の
常
住
な
る
も
の
の
検
討
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
最
後
の
事
項
に
於
い
て
は
、
『
中
綴
瞼
の
み
な
ら
ず
、
提
婆
の
『
四

蕎
論
貼
も
し
き
り
に
援
用
せ
ら
れ
る
。

　
以
上
の
如
き
辮
藩
論
的
批
鋼
そ
の
も
の
が
、
中
観
の
暫
學
で
あ
る
。
そ

れ
以
外
に
蔭
ら
の
定
言
、
自
ら
の
数
論
を
有
し
な
い
。
辮
燈
論
に
よ
る
否

定
は
、
即
ち
概
念
化
と
数
説
化
と
の
解
消
を
意
味
す
る
。
空
牲
と
は
從
っ

て
概
念
や
維
験
の
二
化
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
ら
が
虚
無
論
で
は
あ
り
得
な

い
（
や
N
這
）
。
こ
の
空
性
の
澤
化
が
般
藩
（
箕
五
識
騨
智
懇
）
と
呼
ば
れ
る

も
の
に
他
な
ら
な
い
。
前
述
の
如
く
佛
陀
の
線
起
を
原
理
と
し
つ
㌧
、
室

盤
・
般
若
は
、
そ
の
は
た
ら
く
雲
路
で
も
あ
り
同
蒔
に
そ
の
窮
極
と
も
な

る
も
の
で
あ
る
。

　
般
若
こ
そ
は
無
二
の
直
観
智
で
あ
り
、
翼
に
哲
畢
の
智
で
あ
る
。
辮
誰

論
に
於
い
て
、
カ
ン
ト
の
哲
学
は
中
観
に
最
も
近
い
性
説
を
有
す
る
（
や

ト。

ｨ
）
が
、
カ
ン
ト
は
か
、
る
窮
極
の
三
雲
智
を
、
翠
な
る
信
御
に
求
め
る

に
関
し
、
中
観
に
於
い
て
は
そ
れ
が
鰻
高
の
智
と
し
て
の
般
若
で
あ
る
。

そ
れ
は
ヴ
ェ
ダ
！
ン
タ
が
眞
実
在
を
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
し
て
定
立
し
、
唯
識

が
闘
じ
く
識
を
定
言
し
、
否
定
は
そ
の
敏
読
の
爲
に
有
用
で
あ
る
に
過
ぎ

な
い
の
に
封
し
、
中
書
に
於
い
て
は
普
叢
的
に
あ
ら
ゆ
る
定
言
そ
の
も
の

ム
ル
テ
ィ
教
授
の
近
業

の
分
析
と
否
定
と
を
行
ふ
も
の
が
般
若
の
智
で
あ
り
、
そ
れ
は
直
接
に
概

念
、
論
理
の
矛
眉
に
向
け
ら
れ
る
。
か
、
る
哲
學
そ
の
も
の
と
し
て
の
般

若
に
於
い
て
主
客
は
合
一
す
る
の
で
あ
っ
て
、
雛
な
る
信
仰
や
ド
グ
マ
テ

ィ
ズ
ム
に
於
い
て
買
は
な
い
。

　
從
っ
て
般
若
は
そ
れ
自
ら
繕
封
で
も
あ
り
、
掛
由
で
も
あ
り
、
如
來
で

も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
本
書
の
鷺
へ
方
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
結

論
と
も
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
第
九
章
以
下
の
三
章
は
、
繕
封
、
膚
歯
、

如
來
の
三
概
念
を
一
々
三
昧
考
察
す
る
。
先
に
辮
論
法
が
そ
う
で
あ
っ
た

様
に
、
こ
＼
で
も
継
鍬
の
概
念
が
梵
語
、
殊
に
巾
齪
暫
學
の
用
語
と
し
て

如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
必
ず
し
も
賜
瞭
で
は
な
い
。
一
般
的
に
い
へ

ば
、
繕
樹
と
は
講
話
（
諭
昌
斜
α
ト
雪
巻
琶
を
指
す
に
他
な
ら
な
い
が
、
正

し
く
温
熱
の
意
味
は
昌
舞
曽
冒
讐
冒
旨
（
他
に
線
ら
ず
）
な
る
語
に
認
め

ら
れ
る
し
、
そ
の
他
翼
け
奉
（
眞
蟹
）
、
臨
芝
習
船
（
浬
禦
）
を
は
じ
め
、

象
鉾
ヨ
舞
蝉
（
法
挫
）
、
鷲
三
組
一
（
欝
性
）
、
葬
嘗
ぎ
辱
。
・
奉
げ
姦
奉
（
非
改
作

牲
）
、
げ
密
集
6
鷲
（
蜜
際
）
、
翼
ぽ
Q
銭
（
眞
如
）
等
の
語
に
補
し
て
も
、
著

港
は
自
由
に
紹
封
な
る
語
を
適
業
し
て
み
る
。
そ
こ
に
は
肯
定
的
表
現
と

否
定
的
表
現
と
の
爾
梵
語
が
併
せ
用
ひ
ら
れ
て
る
る
。
碧
者
に
よ
れ
ば

縮
封
は
ヴ
ェ
ダ
ー
ン
タ
に
於
い
て
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
し
て
、
ま
た
唯
識
に

於
い
て
は
識
と
し
て
、
何
れ
も
そ
3
／
が
否
定
を
通
し
て
措
定
せ
ら
れ
、
こ

の
継
封
は
窮
極
的
に
は
主
客
合
「
と
し
て
と
ら
へ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
封

し
て
中
襯
に
於
け
る
縄
鉗
は
、
物
と
の
關
係
に
於
い
て
措
定
せ
ら
れ
る
こ

と
を
常
に
拒
否
し
、
あ
ら
ゆ
る
物
に
繋
し
て
普
逓
約
に
純
粋
に
否
定
で
あ

る
如
き
般
若
に
於
い
て
辮
誰
的
批
鋼
的
に
の
み
捉
へ
ら
れ
る
と
す
る
。
故

に
そ
れ
は
繕
封
主
義
（
勲
び
の
。
ざ
愚
身
）
と
し
て
最
も
徹
底
せ
る
も
の
で
あ

七
九
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る
。
こ
＼
に
勝
義
と
世
俗
と
の
こ
諦
の
思
想
が
心
入
せ
ら
れ
る
。
羅
鉗
と

し
て
の
勝
義
は
、
働
俗
の
覆
ひ
を
取
り
除
く
（
爆
昌
O
O
〈
Φ
属
）
否
定
を
通
じ
て

の
み
、
初
め
て
潮
見
（
伽
…
ω
O
O
〈
①
補
）
せ
ら
れ
顯
は
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
か
＼
る
紹
封
は
、
實
に
到
達
せ
ら
れ
獲
得
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
理
論
理
性
に
よ
っ
て
獲
得
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
が
、
空
牲
を
観
る

般
藩
に
よ
っ
て
獲
得
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
浬
繋
で
あ

り
解
脱
（
ヨ
。
冨
鋤
）
、
邸
ち
自
由
に
他
な
ら
な
い
。
自
由
と
は
根
本
的
に
は

蕃
よ
り
の
解
腕
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
孟
春
は
そ
れ
を
他
の
一
般
的
な
自

由
の
概
念
と
比
較
し
、
更
に
ご
㌧
に
六
度
の
行
や
菩
薩
の
十
地
の
思
想
に

闇
れ
、
ま
た
不
不
敵
繋
を
解
説
す
る
。
然
る
に
繕
麹
と
現
象
と
い
ふ
如
き

も
の
或
い
は
二
女
と
い
ふ
如
き
も
の
に
は
、
簡
ら
か
の
仲
介
奮
が
宗
教
的

に
必
要
と
な
る
。
拾
・
も
ヴ
ェ
ダ
ー
ン
タ
に
於
い
て
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
他
に
自

在
天
（
旨
く
鍵
鋤
）
が
あ
る
如
く
、
如
來
が
か
、
る
仲
介
齎
と
し
て
般
若
母
よ

り
生
れ
幽
る
。
如
來
は
そ
の
悲
と
摺
と
に
よ
っ
て
い
は
ゴ
爾
界
に
跨
る
二

重
存
在
で
あ
る
。

　
最
後
の
第
三
部
は
「
輪
姦
暫
羅
と
他
の
諸
畢
派
し
と
題
せ
ら
れ
、
本
書

の
結
論
に
登
る
。
そ
の
内
容
は
何
れ
も
上
述
の
所
を
ま
と
め
て
再
叙
述
せ

る
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
カ
ン
ト
、
へ
…
ゲ
ル
、
及
び
ブ
ラ
ッ
ド
レ
イ
と

の
比
較
を
こ
＼
に
行
ひ
、
更
に
唯
識
及
び
ヴ
ェ
ダ
ー
ン
タ
と
の
昆
芸
当
照

も
ま
と
め
て
述
べ
ら
れ
て
み
る
。
最
後
の
一
章
は
、
中
観
の
特
色
と
な
る

貼
を
数
へ
上
げ
つ
㌧
、
そ
れ
が
現
代
の
世
界
丈
化
の
基
盤
と
し
て
如
何
な

る
意
昧
を
有
す
る
か
を
老
察
す
る
。

　
以
上
は
本
書
の
概
要
で
あ
っ
て
、
以
て
著
慧
の
構
想
の
奈
避
に
あ
る
か

を
億
ゴ
知
り
碍
る
で
あ
ら
う
。
然
し
岡
謄
に
そ
こ
に
は
本
書
に
歓
く
る
所

八
○

の
あ
る
こ
と
に
　
氣
つ
か
し
む
る
黙
が
あ
り
、
そ
の
二
三
に
つ
い
て
以
下
逓

べ
て
見
た
い
。

　
ま
つ
周
題
と
な
る
と
思
は
れ
る
こ
と
は
、
著
蕎
が
用
ひ
た
テ
ク
ス
ト
に

就
い
て
で
あ
る
。
こ
～
に
は
梵
藷
以
外
の
葱
藏
語
や
漢
課
の
諸
文
献
は
殆

ん
ど
譲
れ
ら
れ
て
る
な
い
。
從
っ
て
例
へ
ば
漢
謬
や
三
論
宗
で
夙
に
問
題

と
な
り
、
す
で
に
自
閣
と
な
っ
て
み
る
こ
と
が
、
こ
㌧
に
は
今
更
め
て
問

題
と
な
っ
た
り
、
載
は
全
く
此
れ
ら
れ
な
か
っ
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
は
結

局
は
二
面
或
は
そ
の
延
長
で
あ
り
、
二
次
的
な
資
料
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
最
後
的
な
資
料
と
し
て
の
梵
交
に
於
い
て
慰
想
的
に
吟
味
せ
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
然
し
漢
課
佛
敬
も
西
門
佛

数
も
、
嘉
応
哲
學
の
古
い
形
と
そ
の
偉
大
な
展
開
と
を
慮
ら
の
構
成
要
素

と
し
て
含
む
の
で
あ
っ
て
、
從
っ
て
本
書
の
如
く
中
槻
哲
學
を
全
佛
敏
の

中
心
的
溶
々
的
な
も
の
と
し
て
考
察
す
る
時
は
、
殊
に
こ
れ
ら
が
一
顧
も

二
顯
も
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
著
薯
自
ら
、
漢
繹
は
と
に
か
く
、

西
藏
謬
は
大
い
に
滲
考
に
値
ひ
す
る
と
語
っ
た
が
、
之
も
西
藏
課
が
梵
語

原
典
に
極
め
て
忠
蜜
で
あ
る
鮎
が
有
用
で
あ
る
と
響
へ
ら
れ
た
か
ら
に
過

ぎ
な
い
。
準
原
典
で
あ
る
こ
と
も
さ
り
な
が
ら
、
西
藏
に
於
い
て
も
漢
謬

佛
敏
に
於
い
て
も
、
申
観
が
全
回
数
思
想
の
中
心
的
地
位
を
保
っ
て
駿
展

し
た
こ
と
は
、
本
書
で
は
殆
ん
ど
と
り
扱
は
れ
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
著

者
に
と
っ
て
中
観
醤
畢
は
印
度
の
も
の
で
あ
り
、
印
度
だ
け
の
も
の
な
の

で
あ
る
。

　
月
稽
が
初
め
て
唯
識
學
派
の
批
鋼
を
行
っ
た
と
著
書
が
述
べ
て
み
る

（
℃
」
＄
）
の
も
、
西
藏
課
に
残
る
清
辮
の
『
中
槻
心
論
』
に
唯
識
挽
鋼
が

詳
細
に
論
ぜ
ら
れ
て
る
る
こ
と
を
著
者
が
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
由
署
す
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る
誤
り
で
あ
る
。
ま
た
正
理
畢
添
へ
の
中
観
よ
り
の
批
判
は
、
寂
天
や
建

磁
器
に
始
ま
る
如
く
同
所
に
記
さ
れ
て
み
る
が
、
　
『
廻
謬
論
恥
や
瀬
野
羅

『
廣
破
論
駈
の
趨
樹
の
正
理
派
へ
の
批
判
を
見
れ
ば
、
之
が
誤
り
な
る
こ

と
は
関
ら
か
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
中
槻
に
溢
す
る
蔭
接
の
梵
語
原
典
と
し
て
本
書
が
最
も
多
く

用
う
る
も
の
は
、
龍
樹
の
『
曲
論
掲
』
と
そ
の
月
録
繹
と
で
あ
る
こ
と
は

い
ふ
ま
で
も
な
い
。
蕉
翁
は
い
は
ゴ
本
書
に
於
い
て
月
穗
を
組
述
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
他
に
は
『
菩
提
行
論
賑
及
び
そ
の
繹
が
屡
顎
引
用
せ
ら
れ

る
の
が
限
に
つ
く
が
、
第
一
資
料
と
し
て
の
龍
樹
の
『
廻
謬
論
』
、
『
蜜
行

王
正
論
』
（
菊
馨
［
配
餅
く
飢
一
同
）
、
『
六
十
頒
如
理
論
』
等
や
、
提
婆
の
『
院
号
論
』

等
の
引
用
は
比
較
的
少
な
い
。
何
と
い
っ
て
も
紅
血
の
『
中
絶
繰
』
が
梵

文
と
し
て
完
備
し
て
残
っ
て
み
る
前
で
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
そ
の
は
ば

に
於
い
て
匹
敵
し
得
な
い
の
で
あ
ら
う
。
然
し
同
じ
月
稲
の
大
著
で
も
、

西
藏
謬
に
残
っ
て
み
る
『
入
中
論
』
や
『
四
百
論
繹
』
は
殆
ん
ど
論
じ
ら

れ
て
み
な
い
。

　
テ
キ
ス
ト
の
取
扱
ひ
方
に
つ
い
て
の
右
の
如
き
黙
は
、
喩
伽
昏
昏
の
佛

敬
に
つ
い
て
も
同
感
で
あ
る
が
、
唯
識
思
想
に
つ
い
て
は
殊
に
著
鷺
の
誤

・
解
と
思
は
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
著
る
し
い
黙
は
、
唯
識
學
派
は
識
の

羅
難
字
を
主
張
す
る
繕
鋤
主
義
薪
で
あ
る
と
著
蒋
が
考
へ
て
る
る
黙
で
あ

る
（
暑
．
麟
Φ
恥
誤
り
ト
。
嵩
…
o
。
る
。
。
①
”
簿
ρ
〉
。
識
が
勝
義
有
（
冨
量
導
鋒
簿
象
霧
”

く
窃
ε
鍵
ω
）
で
あ
る
と
の
表
現
は
、
『
三
十
頒
』
の
三
島
繹
な
ど
に
も
冤
え

る
が
、
そ
の
勝
義
有
は
果
し
て
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
繕
鉗
虫
送
な
ど
㌧
同
列
に

老
へ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
か
。
何
と
な
れ
ば
「
唯
識
無
境
」
で
あ
る

と
共
に
、
無
血
の
故
に
そ
の
「
識
も
ま
た
無
な
り
」
と
重
ね
て
述
べ
ら
れ

ム
ル
テ
ィ
教
授
の
旋
藁

る
こ
と
が
、
入
無
相
方
便
櫓
（
舘
隻
姦
智
証
言
嘆
⇔
〈
＄
o
℃
謬
欝
『
中
選
分

溺
論
』
）
と
し
て
常
に
持
三
層
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
璽
に
之
と
騙
罪
し

て
、
著
者
は
離
識
を
中
観
と
鉤
饗
す
る
他
學
派
な
る
か
の
如
く
に
　
（
事

蜜
、
清
辮
や
月
穗
の
疇
代
に
は
そ
の
様
な
姿
を
呈
す
る
）
搬
ひ
、
ヴ
ェ
ダ

ー
ン
タ
に
よ
り
近
き
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
唯
識
は
も
っ
と
密
接
に

龍
樹
の
巾
観
を
承
け
、
そ
の
上
に
獲
議
し
た
も
の
と
考
ふ
べ
き
で
は
あ
る

ま
い
か
。
若
し
然
ら
ば
、
中
張
的
な
徹
底
し
た
否
定
の
精
紳
を
縄
過
し
つ

＼
も
、
著
者
の
い
ふ
如
き
よ
り
ヴ
ェ
ダ
ー
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
有
勲
論
的
な
形

態
へ
、
如
何
に
し
て
獲
展
、
す
る
か
が
、
よ
り
興
味
あ
る
問
題
と
な
る
の
で

は
な
か
ら
う
か
。
こ
の
巾
観
的
な
否
定
は
、
唯
識
に
於
い
て
は
著
者
が
考

へ
て
る
る
様
に
軍
に
「
外
境
」
、
客
観
的
な
る
も
の
㌧
否
定
に
つ
き
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
精
榊
は
よ
り
以
上
に
い
わ
ゆ
る
三
編
読
及
び
三
無
性
読

に
於
い
て
綴
冒
せ
ら
れ
て
る
る
。
然
し
こ
の
三
性
説
に
つ
い
て
は
、
著
者

は
殆
ん
ど
全
く
鰯
れ
る
所
が
な
い
。
三
性
設
は
梵
交
の
現
存
す
る
『
荘
嚴

経
論
』
（
竃
帥
姦
愚
昌
鋤
め
自
霞
蹴
⇔
壁
薮
建
）
や
『
三
性
論
賑
（
↓
税
訂
奉
げ
冨
〈
斧

三
乱
⑦
珍
）
に
も
繊
つ
る
が
、
そ
の
空
流
は
西
遠
野
と
漢
課
に
の
み
残
る
『
振

大
乗
論
』
　
（
鎮
㊤
姦
旨
舞
壺
蘇
”
讐
巴
影
）
や
　
『
解
深
慮
維
』
　
（
。
。
節
首
仙
緩
急
㌘

ヨ
。
＄
量
〉
に
見
ら
れ
る
。
梵
文
が
略
・
完
全
に
現
存
す
る
『
中
遜
分
別

論
』
（
駕
註
び
愚
艮
叩
ゑ
び
げ
滋
α
頃
賛
）
に
も
そ
の
第
三
章
に
於
い
て
詳
細
な
三

惟
の
展
開
が
行
は
れ
て
る
る
が
、
こ
の
書
に
つ
い
て
は
著
餐
は
バ
ッ
タ
チ

ャ
ル
や
及
び
ト
ゥ
チ
玉
詠
授
の
校
訂
に
か
～
る
第
一
章
を
見
た
の
み
で
、

山
口
釜
敏
授
の
完
本
を
参
照
し
得
て
み
な
い
。
從
っ
て
著
者
の
唯
識
に
封

ず
る
知
識
は
限
局
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
主
と
し
て
月
穰
に
よ

っ
て
述
べ
ら
れ
た
唯
識
読
、
即
ち
月
雪
が
そ
の
濁
論
薯
と
し
て
無
げ
て
る

八
一
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第
四
蔚
五
＋
＝
號

る
唯
識
師
の
み
が
こ
＼
に
闘
魚
と
な
っ
て
み
る
如
く
に
見
え
る
。
中
観
學

派
に
つ
い
て
は
龍
樹
か
ら
月
繕
或
ひ
は
二
天
に
至
る
畏
い
歴
史
を
著
奮
は

湾
へ
な
が
ら
、
唯
識
に
つ
い
て
は
や
㌧
後
代
の
識
曲
論
蕎
（
有
相
離
識
家
）

の
み
が
考
察
の
封
象
と
な
っ
た
か
に
見
え
る
。
殊
に
著
者
が
継
識
思
想
の

興
起
の
瞬
期
を
月
面
と
南
天
と
の
閻
に
お
く
如
き
（
や
δ
①
）
は
、
漢
旧
史

の
上
か
ら
い
っ
て
も
全
く
不
可
解
で
あ
っ
て
、
前
述
の
清
辮
に
於
け
る
場

合
と
岡
様
に
、
著
餐
の
唯
識
懇
想
史
に
対
す
る
知
識
の
不
足
を
物
語
っ
て

み
る
。

　
之
に
關
連
し
て
著
春
が
ヴ
ェ
ダ
ー
ン
タ
と
中
観
と
礁
識
と
を
何
れ
も
紹

封
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
に
賞
し
て
も
、
亘
る
躍
踏
を
感
ぜ
ぎ
る
を
得
な
い
。

ブ
ラ
フ
マ
ン
の
継
蜀
的
超
越
的
性
絡
は
と
も
か
く
と
し
て
、
空
性
は
縁
起

を
基
盤
と
し
、
チ
ェ
ル
バ
ッ
キ
ー
の
如
き
も
た
ゴ
　
ヵ
鉱
銭
費
崎
と
の
み

呼
ぶ
。
そ
れ
が
普
通
の
意
味
の
羅
劉
で
な
い
こ
と
は
、
著
蕎
も
く
り
返
し

述
ぶ
る
駈
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
は
ら
ず
羅
封
主
義
と
し
て
右
の
三
者

を
並
列
す
る
所
に
は
、
少
く
も
誤
解
を
生
ず
る
お
そ
れ
な
し
と
せ
ぬ
。
巾

観
と
唯
識
と
は
、
そ
の
空
語
に
於
い
て
壱
識
に
於
い
て
も
、
常
に
弼
よ
り

も
ま
つ
線
起
論
的
（
三
盤
の
依
他
起
性
的
）
な
の
で
あ
る
。
線
起
論
で
あ

る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
限
り
に
於
い
て
、
中
観
が
継
繋
主
義
と
呼
ば
れ

る
こ
と
も
承
認
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

　
そ
の
貫
蜜
（
継
封
）
が
不
可
読
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
は
、
著
春
の
議

論
の
｝
つ
の
基
調
を
な
し
て
み
る
。
そ
れ
は
通
常
の
理
論
理
性
や
概
念
を

以
て
し
て
は
不
可
得
だ
か
ら
で
あ
る
。
然
し
岡
時
に
空
牲
は
現
象
的
な
存

在
の
空
盤
・
法
牲
と
し
て
、
現
象
の
翼
蟹
性
で
あ
り
、
現
象
以
外
に
別
に

存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
薫
蒸
は
窮
種
に
於
い
て
、
勝
義
の
一
諦
で
あ

八
こ

る
。
そ
れ
故
に
紹
封
は
超
越
的
で
あ
る
と
岡
蒔
に
内
在
的
で
あ
る
。
著
者

が
か
く
の
如
く
に
語
る
蒋
、
そ
れ
ら
は
何
れ
も
正
し
い
。
然
し
な
が
ら
、

か
く
超
越
の
方
向
と
内
在
の
方
向
と
の
二
つ
が
籍
へ
ら
れ
る
暗
、
著
蓄
の

考
へ
方
は
や
は
り
醜
輩
の
方
向
に
よ
り
多
く
の
重
貼
が
お
か
れ
て
る
る
様

に
下
種
の
眼
に
は
映
る
。
こ
㌧
に
内
在
へ
の
方
向
と
い
ふ
の
は
、
否
定
に

よ
る
超
越
の
後
に
、
世
俗
が
生
か
さ
れ
蘇
へ
る
こ
と
を
指
す
。
超
越
的
に

は
「
連
丘
鑓
窒
」
、
然
し
内
在
的
に
は
「
空
廓
是
色
」
で
あ
る
。
佛
陀
が

一
代
の
四
十
五
黛
闘
の
説
法
に
於
い
て
「
一
字
不
読
」
で
あ
っ
た
の
は
前

垂
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
拘
は
ら
ず
大
智
と
大
悪
に
暴
つ
く
説
法
が
そ
の
ま

　
ヘ
　
　
へ

㌧
眞
實
で
あ
り
得
る
の
は
後
慧
で
あ
る
。
こ
の
後
蕎
の
内
在
的
な
方
向
に

於
い
て
、
ま
つ
間
題
と
な
る
の
は
、
超
越
の
場
合
と
岡
じ
く
論
理
や
概
念

化
で
あ
り
、
蕉
門
的
に
は
衆
生
の
生
活
そ
の
も
の
で
あ
る
。
著
蕎
の
説
く

所
に
從
へ
ば
、
こ
の
衆
生
の
世
界
の
論
理
は
、
ひ
た
す
ら
否
定
せ
ら
る
べ

き
も
の
と
の
み
な
っ
て
、
新
た
に
世
俗
と
し
て
蘇
へ
る
面
に
乏
し
い
。
正

調
に
億
俗
が
蘇
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
比
丘
の
超
俗
的
生
活
で
は
な
く
盤

俗
の
生
活
が
肯
定
せ
ら
れ
、
盤
死
が
そ
の
ま
～
三
州
と
い
は
れ
、
煩
悩
が

直
ち
に
菩
提
と
な
り
、
衆
生
．
の
申
に
佛
挫
が
獲
見
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

超
越
的
な
紹
封
も
、
蜜
は
相
醤
的
縁
趨
的
な
世
俗
以
外
に
は
求
め
ら
れ
な

い
、
郎
ち
内
雀
的
で
あ
る
。
月
浦
が
「
唯
世
俗
」
（
o
励
月
寒
ぐ
H
a
ド
「
⇔
目
鈴
貯
H
効
）
と

い
ふ
時
（
『
入
中
論
』
ぐ
ピ
ト
。
。
。
℃
や
同
◎
◎
。
）
窮
極
の
翼
蜜
が
た
ズ
泄
俗
の
み

に
脇
す
る
こ
と
を
据
す
も
の
と
患
は
れ
る
。

　
著
者
ま
た
こ
れ
ら
の
鮎
に
贈
れ
或
は
示
唆
す
る
所
は
多
い
。
殊
に
こ
の

問
題
と
し
て
最
も
重
要
な
る
も
の
は
二
諦
の
思
想
な
の
で
あ
り
、
嘉
祥
等

も
ま
た
、
二
叢
論
こ
そ
弓
隠
の
根
幹
な
る
こ
と
を
述
べ
て
み
る
。
著
管
は
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二
諦
論
及
び
そ
れ
に
附
随
し
て
了
義
未
了
嚢
経
の
閥
懸
等
を
一
四
一
頁
や

殊
に
第
九
章
宋
に
詳
し
く
説
い
て
み
る
。
然
し
そ
れ
ら
の
遍
照
に
於
い
て

も
何
れ
か
と
い
へ
ば
勝
義
諦
に
重
爆
が
鷹
か
れ
、
世
俗
の
側
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
は
や
は
り
著
著
が
縄
繋
主
義
と
し
て
中
観
を
招
魂
す
る
こ
と
に

由
來
す
る
の
で
あ
ら
う
。

　
然
る
に
蜜
は
亭
主
と
い
ひ
、
菩
薩
道
と
い
ひ
、
乃
至
衆
生
が
悉
有
佛
性

で
あ
る
こ
と
も
、
す
べ
て
切
封
が
縮
封
の
徴
界
に
立
還
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
相
封
が
紹
封
に
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
相
鋳
が
あ
く
ま
で
も
た
ゴ

栢
封
た
る
こ
と
に
徹
す
る
こ
と
で
あ
る
。
唯
識
畢
派
の
持
つ
意
味
も
、
恐

ら
く
こ
の
方
向
に
沿
ふ
も
の
と
し
て
、
郎
ち
前
述
の
如
く
中
背
的
な
空
性

を
不
承
し
た
上
で
の
唯
識
で
あ
る
と
い
ふ
黙
に
あ
る
で
あ
ら
う
。
後
世
の

中
観
學
者
が
、
勝
義
的
な
「
遮
遣
」
（
質
跳
留
象
⇔
）
の
否
定
に
止
ま
ら
ず
、

世
俗
的
な
「
建
立
」
（
ξ
p
。
く
簗
姦
窓
冨
）
の
函
を
彊
調
し
た
と
傳
へ
ら
れ

る
こ
と
も
、
同
じ
闘
題
に
麟
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
著
者
が
こ
れ
ら

中
槻
や
喩
伽
を
ヴ
ェ
ダ
ー
ン
タ
と
並
べ
て
繕
封
主
義
と
呼
ぶ
蒔
、
そ
の
継

樹
は
世
俗
的
で
あ
る
よ
り
も
超
越
数
脆
俗
的
で
あ
る
傾
向
が
強
い
と
評
せ

ぎ
る
を
得
ぬ
。

　
つ
い
で
を
以
て
そ
の
他
の
些
細
な
間
題
を
二
三
列
繋
し
よ
う
。
君
に
も

労
れ
た
佛
陀
の
「
欝
ナ
不
薄
し
と
い
ふ
こ
と
は
、
二
八
二
頁
に
も
謀
る

が
、
五
一
頁
で
は
、
佛
陀
は
小
藁
金
石
蓬
暦
の
「
法
し
論
は
説
か
な
か
っ

た
、
の
意
味
に
解
せ
ら
れ
て
み
る
。
こ
れ
は
富
商
中
川
や
日
本
に
於
い
て

や
か
ま
し
く
論
ぜ
ら
れ
る
如
く
、
課
的
な
不
立
交
字
の
意
昧
、
　
般
に
分
字

戯
論
を
臆
す
る
（
℃
霞
麗
識
8
冒
珍
白
⇔
）
意
昧
で
あ
っ
て
、
犠
に
「
法
論
」

を
説
か
な
か
っ
た
と
い
ふ
の
み
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
む
し
ろ
著

ム
ル
テ
ィ
教
授
の
近
業

暫
の
い
ふ
無
き
「
無
立
場
の
立
場
」
を
指
す
も
の
で
あ
る
σ

　
一
〇
七
頁
に
は
喩
伽
行
派
の
開
麗
を
彌
勒
と
し
、
　
一
〇
八
頁
に
は
バ
ッ

タ
ー
チ
謁
、
ル
ヤ
に
從
っ
て
無
着
を
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
の
劇
始
薯
で
も
あ
る
と

す
る
。
夏
春
は
殊
に
疑
は
れ
て
る
る
。

　
二
瓢
六
頁
、
殊
に
二
八
四
頁
以
下
に
佛
の
三
身
に
つ
い
て
説
く
。
然
し

そ
こ
に
引
矯
せ
ら
れ
る
も
の
は
『
荘
嚴
三
論
撫
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
三
身
設
を
著
慧
は
龍
樹
か
ら
も
月
穗
か
ら
も
直
接
引
朋
し
得
て
み
な

い
。
之
が
果
し
て
中
襯
哲
畢
と
し
て
考
へ
ら
る
べ
き
か
否
か
は
、
オ
バ
ー

ミ
ラ
ー
が
西
藏
の
継
承
と
し
て
獅
子
賢
の
註
を
引
く
以
外
に
は
、
何
の
保

誰
も
な
い
。
む
し
ろ
三
身
読
は
、
維
識
派
の
諸
論
書
に
よ
っ
て
獲
展
せ
し

め
ら
れ
た
と
老
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
二
八
○
頁
に
佛
智
を
五
戸
と
し
て
説

明
す
る
こ
と
に
も
岡
様
の
關
係
が
あ
る
様
に
見
え
る
。

　
二
三
瓢
頁
に
、
不
可
言
説
な
る
勝
義
が
、
し
か
も
あ
へ
て
語
を
籍
っ
て

（
ω
p
・
ヨ
酵
◎
冨
）
指
示
せ
ら
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
み
る
。
こ
の
器
ヨ
鐸
。
饗

は
『
中
論
』
に
於
い
て
は
、
施
設
（
箕
a
訣
碧
3
に
他
な
ら
な
い
。
面
し

て
著
蒋
は
、
か
く
不
可
雷
説
が
言
指
せ
ら
れ
る
こ
と
を
、
原
盤
損
減
の
法

（
蝕
ξ
鋒
。
冒
・
書
p
〈
毬
黛
。
6
蜜
酵
効
）
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
解
罧
は
甚

だ
奇
怪
で
あ
り
、
何
に
基
づ
く
か
不
明
で
あ
る
。
埆
盤
と
損
減
と
が
、
不

翼
を
眞
と
し
、
眞
を
不
眞
と
誤
解
す
る
邪
冤
の
謂
で
あ
る
こ
と
は
、
中

翻
、
唯
識
を
通
じ
て
通
途
の
こ
と
で
あ
る
。

　
二
五
七
頁
に
、
渥
盤
の
季
等
性
　
（
ω
P
臼
象
笥
）
を
語
り
、
『
三
昧
王
経
』

を
引
く
。
然
し
巾
親
哲
畢
と
し
て
は
、
弼
よ
り
も
月
聡
の
『
入
中
論
臨
籾

に
出
つ
る
十
李
等
性
が
問
題
と
せ
ら
る
べ
き
で
は
な
か
ら
ヶ
か
。

　
績
い
て
同
所
に
そ
の
耶
等
性
は
一
切
衆
生
に
佛
性
の
あ
る
こ
と
＼
し

八
三
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哲
墨
研
究
　
錦
四
百
五
十
二
號

て
、
『
賓
性
論
』
（
梵
緯
圏
麟
◎
塁
貞
3
鎚
意
口
調
鋤
）
を
引
く
が
、
之
は
か
な

り
大
き
な
飛
躍
で
あ
る
。
如
來
賊
思
想
は
二
四
二
頁
に
も
図
れ
ら
れ
て
る

る
が
、
何
れ
の
場
合
も
、
先
の
三
身
論
と
岡
様
に
、
之
が
中
観
の
思
想
で

あ
る
と
の
保
離
は
何
年
に
も
な
い
。
た
ゴ
オ
バ
ー
ミ
ラ
！
に
よ
っ
て
傳
へ

ら
れ
た
西
藏
の
傳
承
が
、
『
蟹
盤
論
』
を
中
観
プ
ラ
！
サ
ン
ギ
カ
派
の
論

書
と
な
す
の
み
で
あ
る
。
佛
性
・
娼
來
藏
の
思
想
が
申
國
の
佛
敏
で
し
き

り
に
も
て
は
や
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
が
、
そ
の
漢
課
の
歴

史
か
ら
い
っ
て
も
、
龍
樹
を
へ
だ
た
る
か
な
り
後
世
の
も
の
で
あ
り
、
か

っ
三
三
唯
識
暴
滋
に
親
し
い
も
の
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
著
港
は

こ
れ
ら
の
諸
麺
の
佛
数
思
想
の
系
統
を
扱
ふ
に
當
っ
て
、
か
な
り
手
當
り

次
第
の
研
が
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
西
藏
の
傳
承
が
右
の
如
く
述
ぶ

る
こ
と
は
、
『
費
性
論
』
が
西
藏
で
は
彌
勒
の
作
と
せ
ら
れ
、
か
つ
そ
の

五
三
の
最
後
に
撃
げ
ら
れ
る
所
か
ら
、
之
が
窮
極
的
立
場
を
承
す
も
の
と

解
せ
ら
れ
、
一
っ
て
宗
喀
邑
等
が
信
奉
す
る
プ
ラ
ー
サ
ン
ギ
カ
の
立
場
に

一
致
す
る
と
せ
ら
れ
た
こ
と
に
依
る
も
の
で
あ
ら
う
。

　
誤
嫉
は
特
に
脚
註
に
於
い
て
か
な
り
眼
に
つ
く
。
例
へ
ば
、
℃
・
窪
昌
．

b。

h
。
・
9
難
。
冨
討
ヨ
夢
。
ヨ
畠
昌
は
。
ざ
B
夢
◎
冨
紛
筥
跨
で
あ
ら
う
。
八

五
、
九
一
頁
等
で
は
、
榔
註
の
番
號
が
混
維
し
て
み
る
。
O
．
回
O
料
戸
押

鯉
ω
“
も
・
p
詠
ぐ
凱
冨
ヨ
響
簿
鐸
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
以
上
の
如
き
敏
陥
或
ひ
は
筆
着
と
意
見
を
異
に
す
る
も
の
は
な
ほ
多
々

あ
る
が
、
そ
れ
に
も
鉤
は
ら
ず
本
書
の
樹
立
し
た
功
績
は
漫
す
べ
か
ら
ざ

る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
箭
に
も
述
べ
た
如
く
、
現
存
す
る
梵
文
に
從
っ

て
佛
数
の
根
幹
的
な
懇
想
を
追
及
し
、
之
を
旧
く
印
度
の
諸
思
想
の
聞
に

位
置
づ
け
て
そ
の
特
色
を
際
立
た
し
め
、
か
つ
酉
殴
の
哲
羅
思
想
と
も
罫

八
題

決
せ
し
め
て
現
代
へ
の
意
義
を
見
ん
ど
し
た
こ
と
で
あ
る
。
著
春
の
意
圏

も
ま
た
こ
㌧
に
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
し
、
そ
の
意
隣
は
十
分
成
功
せ
る
も

の
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
た
ゴ
佛
数
全
般
よ
り
す
る
位
置
づ
け
の
不
足
を

感
ず
る
の
は
、
筆
者
の
騰
を
得
て
蜀
を
望
む
意
よ
り
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
薯
　
京
都
大
面
文
學
部
〔
単
数
畢
〕
教
授
）

次螢重事

京
都
誓
墨
強
襲
會
四
十
周
年
記
念
號

心
理
テ
ス
ト
に
つ
い
て
：
…
…
：
…
：
矢
田
部
遽
郎

鰍
米
暫
藥
界
の
印
象
…
…
…
…
…
…
山
尚
　
坂
　
正
　
顯

ギ
リ
シ
ア
人
と
歴
史
（
承
前
）
：
…
・
田
中
奨
知
太
郎

フ
ィ
ヒ
テ
に
於
け
る
霞
我
…
…
…
…
大
　
　
蝦

草
翻
二
時
…
…
…
：
：
…
…
・
・
植
田
認
藏

轡
評
　
大
島
雪
空
「
實
存
倫
理
の
歴
史
的
境
位
」
…
梅
　
　
原

彙
　
報

断
鰹
外
麟
雑
誌
所
載
論
文
一
萱


