
存
在
と
知
識
－
！
仏
教
哲
学
諸
派
の
論
争
i

梶
　
　
山

雄

一

説
一
切
有
部
の
立
場

縣
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イ
ン
ド
仏
教
史
の
上
で
は
多
数
の
学
派
が
興
亡
し
た
が
、
そ
の
最
後
期
に
至
る
ま
で
哲
学
的
生
命
を
保
ち
つ
づ
け
た
も
の
は
、
説
一
切

有
部
・
経
量
部
・
唯
識
派
・
中
観
派
の
四
学
派
で
あ
っ
た
。
十
一
世
紀
以
後
の
イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
で
は
、
仏
教
哲
学
の
綱
要
書
が
作
ら

れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
書
物
の
中
で
は
、
上
述
の
四
学
派
の
学
説
の
核
心
と
な
る
も
の
を
抜
面
し
、
比
較
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
仏

教
徒
以
外
の
学
者
の
書
い
た
も
の
の
中
で
は
、
マ
ー
ダ
ヴ
ァ
の
「
諸
哲
学
綱
要
」
（
ω
9
円
く
山
鳥
簿
円
陣
同
質
9
0
0
琴
南
α
9
塊
9
ン
簿
）
の
第
二
章
や
、
グ
ナ
ラ
ト

ナ
の
「
哲
学
密
意
解
明
」
（
屑
無
訂
鑓
ド
紹
銭
遣
訂
）
の
仏
教
の
章
な
ど
が
著
名
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
仏
教
学
者
自
身
の
書
い
た
も
の
の

中
で
は
、
ボ
ー
デ
ィ
バ
ド
ラ
の
「
智
心
髄
集
註
」
（
醤
習
霧
胃
霧
帥
津
g
。
暴
き
凶
び
磐
き
き
⇔
）
、
ま
た
特
に
モ
々
シ
ャ
ー
カ
ラ
グ
プ
タ
の
「
仏

教
哲
学
入
門
」
（
］
り
節
冠
犀
餌
げ
プ
似
6
0
似
）
な
ど
を
挙
げ
う
る
。
モ
ク
シ
ャ
…
カ
ラ
グ
プ
タ
は
主
と
し
て
経
宅
部
の
哲
学
者
の
理
論
を
整
理
し
て
第

一
章
で
認
識
論
を
、
第
二
章
で
論
理
学
を
、
第
三
章
で
仏
教
哲
学
の
諸
問
題
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
第
三
章
の
末
尾
に
仏
教
哲
学

四
学
派
の
主
要
理
論
を
き
わ
め
て
簡
潔
な
形
で
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
四
学
派
の
主
張
を
た
だ
並
列
的
に
紹
介
し
て
い
る
の

で
は
な
く
て
、
一
つ
の
明
確
な
視
点
を
も
っ
て
四
学
派
を
比
較
紺
照
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
視
点
は
認
識
論
で
あ
っ
て
、
四
学
派

　
　
　
　
存
在
と
知
識
一
仏
教
哲
学
諸
派
の
論
争
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
七
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哲
学
研
究
　
第
五
百
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
八

が
存
在
と
知
識
と
の
関
係
と
い
う
課
題
に
対
し
て
い
か
な
る
解
答
を
与
え
て
い
る
か
に
主
要
な
関
心
を
払
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

四
学
派
を
紹
介
す
る
順
序
に
も
気
を
配
り
、
仏
教
哲
学
が
説
一
切
有
部
の
実
在
論
か
ら
滞
陣
部
の
表
象
霊
義
に
発
展
し
、
そ
れ
が
更
に
唯

識
派
の
主
観
的
観
念
論
に
鋼
達
し
、
最
後
に
中
観
派
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
否
定
的
弁
証
法
が
成
立
し
て
く
る
と
い
う
理
論
的
発
展
の
過
程
i

一
そ
れ
は
必
ず
し
も
歴
史
的
発
展
の
過
程
と
一
致
し
な
い
が
一
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
モ
ク
シ
ャ
ー
カ
ラ
の
記
述
に
範
を

と
り
な
が
ら
、
仏
教
哲
学
四
学
派
の
基
本
的
な
立
場
を
認
識
論
を
中
心
に
し
て
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
説
一
切
有
部
（
略
し
て
有
部
）
、
正
確
に
は
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
の
ヴ
ァ
イ
パ
ー
シ
カ
の
基
本
的
立
場
と
し
て
、
　
モ
ク
シ
ャ
ー
カ
ラ
は
た
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

次
の
二
つ
の
詩
句
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
て
い
る
。

　
　
虚
空
と
、
智
恵
を
以
て
得
る
寂
滅
湿
疹
（
細
帯
）
．
と
、
も
の
の
単
な
る
不
生
不
減
な
る
（
非
択
滅
）
と
、
こ
れ
ら
三
種
の
変
化
し
な

　
　
い
も
の
（
無
為
）
は
常
住
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
変
化
す
る
も
の
（
有
為
）
は
各
瞬
間
に
生
滅
し
（
刹
那
減
）
、
我
を
持

　
　
た
ず
、
　
〔
業
以
外
に
神
な
る
〕
創
造
者
を
も
た
な
い
。

　
　
感
官
か
ら
生
じ
た
知
識
は
形
相
（
勲
｝
鼠
鑓
）
を
持
っ
て
い
な
い
が
、
〔
外
界
の
〕
原
子
の
集
合
が
対
象
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
。
こ
れ
が

　
　
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
の
ヴ
ァ
イ
バ
！
シ
カ
の
定
説
で
あ
る
。

　
こ
の
次
に
述
べ
ら
れ
る
経
量
部
の
認
識
論
と
の
薄
白
の
上
で
読
む
と
、
こ
の
二
つ
の
詩
句
は
極
め
て
豊
富
な
内
容
を
も
っ
て
我
々
に
迫

っ
て
く
る
。
第
一
の
詩
句
は
た
と
え
ば
有
部
の
重
要
な
論
外
の
一
つ
で
あ
る
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
作
「
倶
舎
論
」
（
運
び
ゲ
一
山
ぴ
轟
轟
盗
P
P
犀
O
ゆ
螢
）
の

第
一
三
界
品
の
要
約
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
三
品
に
お
い
て
人
間
的
存
在
の
現
象
を
種
々
の
範
癬
に
よ
っ
て
分
類

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
変
化
す
る
も
の
（
有
為
）
と
変
化
し
な
い
も
の
（
無
為
）
と
い
う
二
つ
も
諸
現
象
を
分
類
す
る
範
疇
の
一
種
で

あ
る
。
界
品
で
は
そ
の
他
に
、
諸
現
象
を
煩
悩
あ
る
も
の
（
籍
漏
）
と
煩
悩
な
き
も
の
（
無
漏
）
、
物
質
∵
感
覚
・
表
象
・
意
志
・
認
識

の
五
群
（
五
蔽
、
た
だ
し
こ
れ
は
有
為
に
の
み
妥
当
す
る
）
、
限
耳
鼻
舌
身
意
と
い
う
六
感
官
と
そ
の
対
象
た
る
色
声
香
味
触
法
と
い
う

十
二
領
域
（
十
二
処
）
、
　
さ
ら
に
こ
れ
に
薄
応
ず
る
六
種
の
認
識
を
加
え
た
十
八
種
（
十
八
界
）
な
ど
の
種
々
の
範
騰
の
体
系
を
用
い
て
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現
象
を
縦
横
に
分
類
し
、
定
義
し
て
い
る
。
種
々
の
範
疇
体
系
に
よ
っ
て
同
一
の
請
現
象
を
分
類
し
、
再
分
類
す
る
操
作
を
通
し
て
、
人

間
的
存
在
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
性
格
を
精
細
に
説
明
し
て
ゆ
く
。
説
一
切
有
部
の
設
定
す
る
範
疇
体
系
の
基
本
的
な
も
の
、
あ
る
い
は

最
終
的
な
も
の
は
五
位
七
十
五
法
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
諸
現
象
を
物
質
（
魯
）
・
認
識
（
心
）
・
心
理
作
用
（
心
所
）
・
蓄

語
的
論
理
的
観
念
（
心
不
相
応
行
）
・
変
化
し
な
い
も
の
（
無
為
）
と
い
う
五
つ
に
分
け
て
、
そ
の
軽
罪
に
諸
現
象
を
尽
す
七
十
五
の
基

本
的
要
素
即
ち
本
質
的
存
在
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
範
疇
論
に
よ
っ
て
諸
現
象
の
本
質
の
実
在
性
を
主
張
す
る

こ
と
が
こ
の
学
派
の
基
本
的
立
揚
で
あ
る
。
だ
か
ら
モ
ク
シ
ャ
…
カ
ラ
が
第
　
偶
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
と
変
化
し
な
い
も
の
と
い
う

最
高
位
の
範
癬
体
系
に
よ
る
諸
存
在
の
分
類
を
例
示
し
た
こ
と
は
、
説
一
切
有
部
の
哲
学
の
基
本
的
立
場
を
そ
れ
で
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た

か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
続
く
第
二
の
詩
句
、
感
官
知
に
は
形
相
が
な
い
云
々
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
モ
ク
シ
ャ
ー
カ
ラ
が
我
々
の
知
覚
表
象
の
本
質

に
関
す
る
問
題
と
そ
れ
に
対
す
る
有
部
の
解
筈
を
示
し
た
の
は
．
そ
れ
が
有
部
の
範
疇
論
的
実
在
論
の
根
本
的
な
動
機
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
知
識
に
形
絹
が
あ
る
の
か
、
対
象
と
な
る
も
の
に
形
網
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
イ
ン
ド
哲
学
諸
派
を
二
分
す
る
に
至
っ
た
大
き

な
問
題
で
あ
り
、
仏
教
四
学
派
の
基
本
的
な
理
論
の
分
岐
点
と
も
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
モ
ク
シ
ャ
ー
カ
ラ
の
意
図
で
あ
る
よ
う
に

思
え
る
。
有
形
桐
知
識
論
（
鍮
額
堂
職
鋤
欝
く
乱
塾
）
　
の
詳
細
は
経
量
部
の
認
識
論
を
論
ず
る
後
章
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
い
か
に
し

て
有
部
の
範
矯
論
的
実
在
論
が
無
形
相
知
識
論
（
鉱
感
犀
蝕
戸
毎
鋤
⇔
鋤
く
践
⇔
）
　
に
根
息
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
追
究
し
て
み
た
い
。
し
か
し

そ
の
た
め
に
は
範
購
論
的
な
実
在
論
の
思
朧
方
法
の
一
般
的
な
特
微
を
ま
ず
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
イ
ン
ド
哲
学
諸
派
の
中
で
範
疇
論
的
実
在
論
の
立
場
を
と
る
も
の
は
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
・
ニ
ヤ
ー
や
学
派
及
び
説
一
切
有
部
で

あ
る
が
、
こ
の
三
学
派
の
思
惟
方
法
は
実
質
的
に
同
～
で
あ
る
。
ニ
ヤ
ー
や
学
派
は
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
…
シ
カ
学
派
の
自
然
哲
学
及
び
形
而
上

学
の
体
系
の
基
礎
の
上
に
論
理
学
を
樹
立
す
る
姉
妹
学
派
と
し
て
成
立
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
有
部
は
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
採
用

し
た
の
と
同
じ
方
法
論
を
仏
教
教
義
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
は
諸
現
象
を
実

　
　
　
　
存
在
と
知
識
一
仏
教
哲
学
諸
派
の
論
争
i
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
〇
九
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二
一
〇

体
、
属
性
、
運
動
・
普
遍
・
特
殊
・
内
在
性
の
六
範
購
に
よ
っ
て
分
類
し
、
実
体
の
下
に
九
種
・
属
性
に
二
十
四
種
・
運
動
に
五
種
を
列
挙
し
、

こ
れ
ら
お
よ
び
普
遍
化
の
原
理
・
特
殊
化
の
原
理
・
内
在
的
関
係
と
い
う
論
理
的
観
念
の
実
在
性
を
主
張
し
た
。
後
代
の
ニ
ヤ
ー
ヤ
・
ヴ

ァ
イ
シ
ェ
！
シ
カ
綜
合
学
派
に
な
る
と
第
七
の
範
疇
と
し
て
無
存
在
を
加
え
、
こ
れ
も
実
在
の
一
種
と
し
て
と
り
扱
っ
て
い
る
。
説
一
切

有
部
が
十
一
種
の
物
質
・
一
の
認
識
・
四
十
六
種
の
心
作
用
・
十
四
種
の
蓄
語
的
乃
歪
論
理
的
観
念
・
三
種
目
非
変
化
を
列
挙
し
て
五
位

七
十
五
法
の
体
系
を
構
成
し
た
の
は
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
に
負
う
と
こ
ろ
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
も
と
よ
り
、
有
部
が
こ
の
よ
う
な

範
傭
論
を
採
用
し
た
の
は
仏
教
経
典
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
雑
多
な
諸
観
念
を
分
類
整
理
す
る
た
め
で
あ
っ
た
か
ら
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ

の
範
疇
や
実
在
要
素
の
数
と
内
容
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
た
の
で
は
な
い
。
範
疇
の
名
目
も
、
要
素
の
数
や
内
容
も
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
…
シ
カ

の
そ
れ
と
は
異
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
網
違
点
の
な
か
で
最
も
重
要
な
も
の
は
、
仏
教
の
無
我
論
の
上
に
立
つ
有
部
は
実

体
に
根
当
す
る
範
疇
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
物
質
の
下
に
列
挙
さ
れ
る
限
耳
鼻
忌
事
の
五
感
官
と
色
声
香
味
触
の
五
対
象
と
心

身
に
薫
ぜ
ら
れ
る
行
為
の
印
象
で
あ
る
無
筆
色
と
の
十
一
種
の
中
に
は
、
ヴ
ァ
イ
シ
．
一
…
シ
カ
の
実
体
に
含
ま
れ
る
我
は
存
在
し
な
い
。

ま
た
十
一
種
の
物
質
は
、
有
部
に
よ
っ
て
は
、
実
体
と
し
て
で
は
な
く
、
性
質
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
…
シ
カ

が
実
体
と
し
て
あ
げ
る
地
水
火
風
は
存
在
せ
ず
、
こ
れ
ら
は
堅
湿
媛
動
と
い
う
実
在
す
る
性
質
乃
盃
作
用
と
し
て
考
え
ら
れ
た
上
で
触
の

下
に
そ
の
細
分
類
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
か
わ
り
に
ヴ
ァ
イ
シ
．
　
…
シ
カ
が
属
性
の
下
に
数
え
る
色
味
香
触
声
は
有
部
で
は
物
質
の

範
癖
の
下
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
内
容
の
絹
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
学
派
の
思
惟
方
法
が
酷
似
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

歴
史
的
に
も
こ
の
両
学
派
の
発
展
は
並
行
し
て
い
る
。
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
・
ス
ー
ト
ラ
の
編
纂
年
代
は
有
部
の
大
毘
婆
娑
論
と
ほ
ぼ
同

じ
西
紀
一
〇
〇
年
前
後
の
一
時
期
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
前
に
も
両
学
派
は
数
世
紀
に
わ
た
る
伝
統
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
い
ず
れ
が
い

ず
れ
に
影
響
を
与
え
た
か
は
か
る
が
る
し
く
断
定
す
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
い
ま
我
々
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
両
学
派
が

同
一
の
時
代
の
同
一
の
自
然
哲
学
的
乃
至
形
禰
上
学
的
思
潮
を
母
胎
と
し
て
発
展
し
、
同
一
め
範
疇
論
哲
学
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
と
い



　
　
う
事
実
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
古
代
イ
ン
ド
の
範
疇
論
が
実
在
論
と
結
合
し
た
の
は
な
ぜ
で
あ
る
か
。
有
部
の
場
合
に
も
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
・
ニ
ヤ
ー
ヤ

　
　
学
派
の
場
合
に
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
何
か
理
由
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
的
存
在
を
五
悪
、
十
二
処
、
十
八
界
に

　
　
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
原
始
仏
教
以
来
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
も
範
癖
で
あ
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
事
実
、
有
部
は
こ
れ
ら
の
原

　
　
始
仏
教
以
来
の
範
麟
を
基
礎
と
し
て
そ
の
体
系
を
作
っ
た
の
で
あ
り
、
五
位
七
十
五
法
と
い
う
有
部
の
最
終
的
な
範
疇
も
、
従
来
の
範
疇

　
　
を
整
理
し
直
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
原
理
的
に
異
質
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
始
仏
教
を
有
部
と
内
じ
よ
う
に

　
　
実
在
論
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
有
部
の
、
ま
た
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
…
シ
カ
や
ニ
ヤ
…
ヤ
学
派
の
範
疇
論
が
実
在
論
で

　
　
あ
る
た
め
に
は
、
い
ま
一
つ
の
鯛
な
原
理
が
新
た
に
採
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
学
派
に
共
通
し
て
い
る
思
惟
方
法
の
基
調
を
な
す
も
の
は
、
人
間
の
合
理
的
な
観
念
に
は
必
ず
対
応
す
る
実
在
が
な
く
て
は

　
　
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
考
え
方
は
、
ヴ
ェ
…
ダ
以
来
イ
ン
ド
人
の
聞
に
存
在
し
た
素
朴
な
観
念
実
在
論
（
じ
ご
？

　
　
σ
q
同
臨
ω
お
接
ω
ヨ
霧
）
と
同
一
視
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
素
朴
な
観
念
実
在
論
で
は
、
神
話
的
な
観
念
や
不
合
理
な
観
念
も
す
べ
て
外

　
　
界
に
実
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
我
々
の
関
心
を
も
っ
て
い
る
三
学
派
に
お
い
て
は
、
思
慾
不
可
能
な
観
念
、
彼
ら
の
体

　
　
系
と
矛
盾
す
る
観
念
は
実
在
の
体
系
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
等
は
入
間
に
と
っ
て
の
内
界
と
外
界
と
を
明
瞭
に
区
別
し
て
い

　
　
る
し
、
ま
た
物
質
的
な
も
の
、
心
理
的
な
も
の
、
論
理
的
な
も
の
を
依
々
区
別
し
て
も
い
る
。
そ
の
よ
う
な
自
覚
の
上
で
、
な
お
か
つ
人

　
　
間
の
観
念
に
は
対
癒
す
る
実
在
が
あ
る
と
霊
干
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
、
彼
ら
は
存
在
を
合
理
的
な
観
念
の
対
応

　
　
物
と
し
て
定
義
し
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
範
疇
に
よ
っ
て
諸
現
象
を
分
類
整
理
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
、
真
に

　
　
実
在
と
い
え
る
も
の
、
即
ち
合
理
的
な
観
念
を
生
ず
る
根
拠
を
見
出
し
、
不
合
理
な
観
念
の
根
拠
を
排
除
す
る
操
作
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
諸
現
象
を
整
理
し
て
、
必
要
に
し
て
十
分
な
最
少
限
の
実
在
要
素
を
数
え
、
そ
れ
を
数
箇
の
範
疇
に
よ
っ
て
統
一
す
る
と
い
う
こ
と
が
彼

　
　
ら
の
範
疇
論
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
実
在
要
素
を
、
そ
れ
が
物
質
的
な
も
の
で
あ
れ
、
心
理
的
、
論
理
的
な
も
の
で
あ
れ
、
さ
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ら
に
無
存
在
ま
で
を
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
別
を
認
識
し
た
上
で
実
在
と
し
て
規
定
し
た
の
は
、
彼
ら
が
意
識
的
に
、
思
惟
可
能
な
観
念
は

　
　
真
の
存
在
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
立
場
を
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
、
真
の
実
在
と
は
合
理
的
な
観
念
の
根
拠
ま
た
は
そ
の
対
応
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
観
念
と
実
在
と
が
同

　
　
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
唯
識
派
や
経
量
部
の
よ
う
な
観
念
論
も
、
有
部
や
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
派
の
よ
う

　
　
な
実
在
論
か
ら
え
ら
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
ド
的
な
実
在
論
と
観
念
論
と
を
分
つ
も
の
は
、
実
在
論

　
　
の
体
系
で
は
、
観
念
に
は
そ
れ
に
対
応
す
る
実
在
が
別
個
な
も
の
と
し
て
あ
る
と
い
う
の
に
対
し
、
観
念
論
の
体
系
で
は
観
念
以
外
に
は

　
　
実
在
は
な
い
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
有
部
の
樹
立
し
た
範
蠕
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
七
十
五
の
要
素
そ
の
も
の
は
、
多
少
の
変
更
は
あ
っ

　
　
た
と
し
て
も
そ
の
後
長
く
経
量
部
や
唯
識
派
な
ど
の
表
象
霊
義
乃
至
観
念
論
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
学
派
で
は

　
　
そ
れ
が
思
准
の
基
礎
的
な
原
理
と
し
て
、
ま
た
諸
観
念
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
観
念
に
対
応
す
る
存
在
物
が
知
覚
さ
れ

　
　
る
と
は
認
め
な
い
。
で
は
こ
の
よ
う
な
実
在
論
と
観
念
論
と
を
分
つ
原
理
と
は
具
体
的
に
は
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
我
々

　
　
は
モ
ク
シ
ャ
ー
カ
ラ
の
第
二
の
詩
句
に
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

二

　
モ
ク
シ
ャ
ー
カ
ラ
は
既
述
の
第
二
の
詩
句
に
お
い
て
、
説
一
切
有
部
の
基
本
的
な
立
場
は
、
そ
の
範
疇
論
の
他
に
、
も
う
一
つ
、
感
官

知
に
は
形
相
が
な
い
と
す
る
こ
と
だ
、
と
云
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
無
形
相
知
識
論
は
ニ
ヤ
ー
ヤ
・
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
・
ミ
ー
マ

ン
サ
ー
・
ジ
ャ
イ
ナ
諸
学
派
及
び
説
一
切
有
部
が
共
有
し
て
い
た
理
論
で
、
　
一
般
的
な
形
で
は
次
の
よ
う
に
説
開
さ
れ
る
。
我
々
の
意
識

は
水
影
や
清
ら
か
な
石
板
の
よ
う
に
清
浄
で
、
い
か
な
る
形
網
を
も
持
た
な
い
。
そ
れ
が
外
界
の
事
物
を
認
識
す
る
時
に
も
そ
の
本
質
を

失
う
こ
と
な
く
、
そ
れ
自
身
変
化
す
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
有
形
梢
知
識
論
は
サ
ー
ン
キ
ヤ
・
ヴ
ェ
ー

ダ
ー
ン
タ
学
派
・
経
量
部
・
唯
識
派
な
ど
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
、
我
々
が
外
界
の
事
物
を
認
識
す
る
の
は
、
そ
の
対
象
た
る
実
在
が
知



　
　
識
の
上
に
自
身
の
印
象
を
残
す
か
ら
だ
、
換
言
す
れ
ば
、
知
識
が
紺
象
の
形
相
を
持
つ
に
至
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
説
一
切
有
部
の
立
場
を
は
っ
き
り
と
こ
の
無
形
相
知
識
論
と
し
て
規
定
す
る
の
は
か
な
り
後
世
の
諸
丈
量
で
あ
る
。
グ
ナ
ラ
ト
ナ
の

　
　
「
哲
学
画
意
解
明
」
（
十
五
世
紀
）
に
よ
れ
ば
、
経
鍛
部
と
唯
識
派
と
は
知
識
に
形
相
が
あ
る
と
い
い
、
ヴ
ァ
イ
バ
…
シ
カ
学
派
は
「
知
識

　
　
は
形
相
を
も
た
な
い
が
、
対
象
と
同
時
に
存
在
し
、
そ
の
他
の
認
識
の
諸
条
件
を
伴
っ
た
蒋
に
、
そ
の
対
象
を
認
識
す
る
」
と
云
っ
て
い

　
　
（
2
）

　
　
る
。
マ
1
ダ
ヴ
ァ
の
「
諺
哲
学
綱
要
」
　
（
十
四
世
紀
）
で
は
「
ヴ
ァ
イ
バ
ー
シ
カ
は
知
識
に
伴
わ
れ
た
（
外
界
）
の
対
象
を
重
視
す
る
。

　
　
経
堂
部
は
知
覚
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
　
対
象
は
外
界
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
（
て
、
知
識
内
に
あ
る
対
象
の
形
相
に
す
ぎ
な
い
）
と
云
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
楡
伽
行
派
（
唯
識
派
）
は
形
相
を
持
っ
た
知
識
（
だ
け
が
あ
る
）
と
一
致
し
て
主
張
す
る
…
…
」
と
云
っ
て
い
る
。
経
量
部
は
外
界
そ
の

　
　
も
の
は
知
覚
さ
れ
な
い
が
、
そ
の
実
在
は
推
理
さ
れ
る
と
い
う
の
に
捜
し
、
唯
識
派
は
そ
の
よ
う
な
外
界
の
実
在
を
要
請
す
る
必
要
は
な

　
　
い
と
い
う
点
で
異
る
が
、
知
識
に
形
柑
が
あ
る
と
い
う
点
で
は
両
派
は
等
し
い
。
モ
ク
シ
ャ
ー
カ
ラ
は
恐
ら
く
十
一
世
紀
後
半
に
属
す
る
。

　
　
八
世
紀
の
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
ラ
ク
シ
タ
及
び
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
が
「
実
義
綱
要
」
及
び
そ
の
註
釈
（
日
鋒
く
霧
油
送
σ
q
鑓
吉
島
骸
」
一
歳
）
の
中
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
無
形
相
知
識
論
を
批
判
し
た
時
に
、
説
一
切
有
部
を
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
は
㎎
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
有
部
の
立
場
を
無
形
柏
町

　
　
識
論
で
あ
る
と
し
て
は
っ
き
り
と
規
定
し
て
い
る
の
は
比
較
的
後
代
の
丈
献
で
あ
っ
て
、
有
部
の
論
書
そ
の
も
の
、
例
え
ば
大
事
婆
娑
論

　
　
や
順
正
理
諭
や
倶
舎
論
に
自
ら
の
立
場
を
無
形
栢
知
識
論
だ
と
称
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
認
識
論
を
中
心
に
し
て
各
学
派
を
整
理
し

　
　
よ
う
と
い
う
試
み
ほ
後
世
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
ほ
、
有
部
の
諸
論
書
に
そ
の
よ
う
な
立
場
が
あ
ら
わ
れ
て

　
　
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
は
し
な
い
。
有
部
が
そ
の
初
め
か
ら
無
形
相
知
識
論
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
有
形
相
知
識
論
が
仏
教
思
想
史
の
上
で
果
し
た
意
義
と
そ
の
詳
細
な
内
容
の
記
述
は
、
経
蚤
部
及
び
唯
識
派
の
認
識
論
を
論
ず
る
後
章

　
　
に
譲
る
。
今
は
、
知
識
に
形
縮
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
例
え
ば
、
私
が
認
識
し
て
い
る
書
物
の
書
物
と
い
う
形
相
は
私
の
表

　
　
象
な
の
か
、
あ
る
い
は
外
界
の
書
物
と
い
う
実
在
の
形
相
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
出
発
し
よ
う
。
も
し
書
物
の
形

　
　
相
が
私
の
蓑
象
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
私
が
知
覚
し
て
い
る
の
は
私
の
表
象
で
あ
っ
て
、
外
界
の
存
在
で
は
な
い
。
そ
の
時
に
は
外
界
の
存

856　
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在
そ
の
も
の
は
私
に
は
知
覚
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
外
界
の
存
在
の
確
実
性
は
、
唯
識
派
の
場
合
の
よ
う
に
全
面
的
に
否
定
さ
れ
る
か
、

ま
た
は
経
度
部
の
場
合
の
よ
う
に
、
単
に
要
請
さ
れ
る
か
の
い
ず
れ
か
と
な
る
。
だ
か
ら
、
書
物
が
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
そ
の
も

の
は
、
有
形
絹
知
識
論
に
し
た
が
え
ば
、
知
識
が
知
識
を
見
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
有
形
相
知
識
論
の
本
質
は
、

知
識
が
知
識
自
身
を
見
る
こ
と
、
知
識
の
自
覚
（
乙
Q
＜
帥
q
陰
墨
筆
く
①
鋤
帥
口
⇔
）
　
を
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
反
し
て
無
形
相
知
識
論
で
は

知
識
は
自
ら
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
、
そ
れ
以
外
の
存
在
を
し
か
対
象
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
認
識
の
形
栢
は
知
識

以
外
の
存
在
物
そ
の
も
の
の
形
梢
で
あ
っ
て
、
知
識
自
身
の
表
象
で
は
な
い
。
こ
の
理
論
を
推
し
す
す
め
て
ゆ
く
と
、
単
に
感
宮
知
の
対

象
だ
け
が
外
界
に
実
在
す
る
だ
け
で
な
く
、
観
念
的
紺
象
も
そ
れ
が
知
識
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
知
識
の
対
応
物
と

し
て
外
界
に
存
在
し
、
知
識
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
事
実
ニ
ヤ
ー
や
学
派
で
は
、
実
体
も
属
性
も
種
概

念
も
種
概
念
や
属
性
が
実
体
に
内
在
す
る
関
係
そ
の
も
の
も
知
覚
の
対
象
で
あ
る
と
い
う
。
説
一
切
有
部
で
は
仏
教
に
お
い
て
我
を
認
め

な
い
以
上
、
本
来
的
な
意
味
で
は
内
・
外
の
区
別
は
な
い
が
、
か
り
に
我
執
の
根
拠
と
な
る
も
の
を
内
、
そ
う
で
な
い
も
の
を
外
と
す
れ

ば
、
十
八
界
の
中
、
六
感
官
と
そ
れ
に
よ
る
六
種
の
認
識
と
は
内
で
あ
り
、
色
声
香
味
触
法
の
六
種
の
対
象
は
外
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ

に
六
感
官
の
対
象
と
共
に
外
界
に
摂
せ
ら
れ
た
法
（
界
）
と
は
心
作
用
・
言
語
的
論
理
的
観
念
・
変
化
し
な
い
も
の
な
ど
の
抽
象
的
な
対

象
を
も
含
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
観
念
も
そ
の
対
応
物
を
外
界
に
、
郡
ち
知
識
以
外
の
場
所
に
、
持
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　
十
八
界
と
い
う
の
は
感
官
と
対
象
と
認
識
と
の
三
つ
を
夫
々
六
種
に
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
。
注
意
す
べ
き
こ
と

に
は
、
古
代
イ
ン
ド
人
は
、
意
と
い
う
も
の
を
眼
等
の
五
官
と
共
に
感
官
の
中
に
数
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
眼
と
色
と
が
接

触
し
て
視
感
覚
が
生
ず
る
よ
う
に
、
意
と
そ
の
対
象
た
る
観
念
が
接
触
し
て
そ
こ
に
意
識
即
ち
意
感
覚
が
生
ず
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
意
感

官
は
単
に
意
識
の
根
拠
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
飽
の
五
感
覚
に
も
通
じ
て
根
拠
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
事
実
上
質
と
意
と
は

同
一
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
有
部
で
は
識
が
過
去
に
落
謝
し
た
も
の
、
即
ち
一
刹
那
前
の
識
を
意
感
官
と
す
る
。
そ
れ
は
現
在
の
識
の
原
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因
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
は
二
つ
の
特
異
な
思
想
が
導
き
出
さ
れ
る
。
第
一
に
、
意
感
官
の
対
象
た
る
観
念
は
、

眼
に
対
す
る
新
形
と
同
じ
よ
う
に
、
い
わ
ば
外
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
、
或
は
、
厳
密
に
云
え
ば
、
そ
れ
は
知
識
と
は
別
々
な
存
在
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
意
識
は
意
感
官
と
対
象
と
の
接
触
か
ら
起
る
一
種
の
知
覚
で
あ
る
が
、
岡
時
に
判
断
や
推
理
を
行
な

う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
有
部
や
ニ
ヤ
ー
や
学
派
の
体
系
で
は
、
知
覚
と
思
慮
（
判
断
及
び
推
理
）
と
の
間
の
本
質
約
な
差
別
が
無
視
さ
れ

や
す
い
こ
と
に
な
る
。
感
覚
と
思
専
従
っ
て
感
覚
の
内
容
と
観
念
と
が
全
く
異
質
約
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
工
つ
の
戴
然
た
る
区

別
の
上
に
認
識
論
を
展
開
す
る
の
は
経
量
部
、
特
に
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
や
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
．
、
の
い
わ
ゆ
る
仏
教
論
理
学
派
の
系
統
で
あ
る
。

そ
れ
に
反
し
て
、
ニ
ヤ
ー
や
学
派
や
有
部
に
お
い
て
は
概
念
的
な
も
の
も
知
覚
の
対
象
で
あ
り
、
判
断
は
感
覚
と
本
質
的
に
は
異
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

い
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
必
然
的
な
帰
結
、
あ
る
い
は
、
認
識
論
的
に
云
え
ば
、
そ
の
考
え
方
の
本
質
的
な
根
拠
を
な
し
て
い
る
思
想
が
、

知
識
の
対
象
は
観
念
的
で
あ
れ
、
物
質
的
で
あ
れ
、
知
識
自
身
と
は
別
偲
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
知
識
は
そ
の

知
識
自
身
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
と
よ
り
、
知
識
も
知
ら
れ
る
も
の
と
な
る
が
、
そ
れ
は
一
つ
の
知
識
が
他
の
知
識
の
対
象
と
な

る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
知
識
が
自
己
自
身
を
知
る
と
い
う
自
覚
は
あ
り
え
な
い
。
実
に
こ
の
知
識
の
自
覚
の

否
定
、
換
言
す
れ
ば
無
形
梢
知
識
論
、
が
イ
ン
ド
的
実
在
論
の
基
本
原
理
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
知
識
の
自
覚
の
否
定
は
経
露
量
や

唯
識
派
に
対
し
て
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
・
ニ
ヤ
ー
ヤ
な
ど
の
学
派
が
強
く
主
張
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
詳
し
い
内
容
と
そ
れ
に
対
す
る

電
量
部
。
喉
識
派
の
批
判
は
後
章
に
譲
る
と
し
て
、
今
は
、
説
～
切
有
部
が
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
た
か
に
一
言
し
て
お
こ
う
。

　
倶
舎
論
で
は
第
七
分
別
知
品
に
お
い
て
知
識
を
十
種
に
分
類
し
て
説
明
す
る
が
、
そ
の
対
象
を
説
明
す
る
場
所
に
お
い
て
、
す
べ
て
の

も
の
を
対
象
と
す
る
認
識
が
あ
り
う
る
か
ど
う
か
と
藩
閥
し
、
そ
れ
に
否
定
酌
な
答
を
与
え
る
。
間
者
は
、
　
コ
切
は
無
我
で
あ
る
」
と

い
う
無
我
観
の
場
合
は
、
そ
の
知
は
一
切
の
も
の
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
い
か
と
反
問
す
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
答
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
世
俗
智
は
そ
れ
自
身
の
複
合
体
を
除
い
て
そ
れ
以
外
の
も
の
を
無
我
な
る
も
の
と
し
て
知
る
。

　
　
　
　
存
在
と
知
識
－
仏
教
哲
学
諸
派
の
論
争
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
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と
い
う
意
味
の
詩
句
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
世
俗
智
と
は
宗
教
的
真
実
を
知
る
塑
者
の
知
や
ヨ
ー
ガ
行
者
が
他
人
の
心
を
知

る
と
い
う
よ
う
な
特
殊
な
知
で
な
い
一
般
的
な
認
識
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
十
智
の
対
象
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ

れ
て
い
る
の
で
、
徴
俗
智
の
対
象
は
自
己
の
複
会
体
以
外
の
す
べ
て
の
も
の
で
あ
る
と
答
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
世
俗
智
以
外
の

知
識
で
自
己
自
身
を
知
る
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
己
の
複
合
体
と
い
う
の
は
、
一
瞬
の
知
自
体
と
、
そ
れ
と
常
に
連
合
し
て
い

る
十
種
の
心
作
用
と
、
そ
れ
と
常
に
随
伴
し
て
い
る
す
べ
て
の
変
化
す
る
も
の
に
共
通
な
本
性
で
あ
る
生
・
住
・
異
・
滅
の
四
縮
、
法
と

有
清
を
結
合
す
る
原
理
で
あ
る
「
得
」
な
ど
の
全
体
の
こ
と
で
、
こ
れ
ら
は
常
に
同
蒋
に
生
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
釈
論
に
よ
れ
ば
、
認

識
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
る
も
の
と
は
事
々
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
知
が
そ
れ
自
身
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
知
と
連
合
し
て
起

る
心
作
用
は
そ
の
知
の
対
象
と
同
じ
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
知
に
よ
っ
て
知
ら
れ
な
い
。
ま
た
四
相
や
得
は
、

あ
た
か
も
眼
が
眼
に
付
着
し
た
眼
薬
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
あ
ま
り
に
知
に
親
密
で
あ
る
た
め
に
知
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
で
あ
る
。

　
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
が
倶
舎
論
を
書
い
た
の
は
五
世
紀
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
同
じ
問
題
は
二
世
紀
以
前
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

毘
婆
娑
論
に
お
い
て
も
よ
り
詳
し
く
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
岡
脚
質
九
巻
に
お
い
て
は
、
大
衆
部
は
灯
火
が
自
他
を
と
も
に
照
ら
す
よ
う
に
、

知
識
は
自
他
を
知
る
と
主
張
し
、
法
密
部
は
知
識
は
そ
れ
自
身
と
同
時
に
、
同
一
の
対
象
を
も
っ
て
連
舎
し
て
起
る
心
作
用
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
と
主
張
し
、
化
地
部
は
知
は
自
身
に
密
着
し
て
い
る
四
相
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
、
碁
子
部
は
こ
の
学
派
特
有

の
入
格
主
体
た
る
プ
ド
ガ
ラ
は
す
べ
て
の
も
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
ら
の
諸
異
説
を
批
判
す
る
た
め
に
、
有
部
は

世
俗
知
は
自
体
、
連
会
し
て
い
る
心
作
用
、
四
鏡
、
得
以
外
の
す
べ
て
の
も
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
だ
と
云
う
の
で
あ
る
。
最
も

広
範
な
対
象
を
持
ち
う
る
世
俗
智
も
自
己
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
心
知
は
一
切
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
趣
旨
で

あ
る
。

　
大
鐘
婆
娑
論
は
な
ぜ
知
が
自
身
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う
理
由
を
多
数
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
主
要
な
る



　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

二
・
三
に
言
及
し
て
お
く
。
知
が
も
し
知
自
体
を
知
る
な
ら
ば
、
世
の
中
の
す
べ
て
の
主
体
・
客
体
の
区
別
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
因

果
、
劇
作
所
作
・
能
成
所
成
・
能
引
所
引
∵
能
生
所
生
。
銀
鱈
殊
属
。
能
転
所
転
・
能
絹
所
網
・
感
覚
露
国
な
ど
の
関
係
が
そ
こ
な
わ
れ

れ
ば
世
間
そ
の
も
の
が
成
立
し
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
指
は
指
自
ら
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
刀
は
刀
自
身
を
籾
ら
ず
、
眼
は

眼
自
身
を
見
ず
、
壮
士
は
自
分
自
身
に
打
寛
つ
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
、
知
も
そ
れ
二
身
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
。
こ
の
議
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

は
そ
の
後
長
く
、
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
…
派
を
始
め
と
す
る
実
在
論
諸
学
派
が
知
識
の
自
覚
性
を
否
定
す
る
た
め
に
依
了
し
た
も
の
で
あ
る
。

興
味
の
あ
る
こ
と
に
、
こ
れ
ら
の
自
覚
否
定
の
理
由
の
中
に
、
も
し
知
が
知
自
身
を
知
る
な
ら
ば
、
ブ
ッ
ダ
は
、
感
官
と
対
象
と
に
よ
っ

て
認
識
が
生
ず
る
と
云
っ
て
、
認
識
の
三
契
機
を
別
々
な
も
の
と
し
て
説
き
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
議
論
が
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
有
部
が
原
始
仏
教
の
五
心
・
十
二
処
・
十
八
界
と
い
う
三
審
を
、
知
の
無
自
覚
性
を
根
拠
と
し
て
、
個
別
的
に
実
在

す
る
諸
存
在
の
分
類
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三

　
　
　
モ
ク
シ
ャ
ー
カ
ラ
は
「
仏
教
哲
学
入
門
」
の
中
で
、
認
識
の
方
法
（
℃
当
惑
碧
鈴
）
と
は
確
実
な
知
識
（
。
。
節
筥
饗
σ
q
鞍
鋤
馨
）
に
他
な
ら
な

　
　
い
こ
と
を
論
ず
る
際
に
、
こ
の
よ
う
な
規
建
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
感
覚
な
物
質
に
ほ
か
な
ら
な
い
感
覚
器
官
そ
の
も
の
を
認
識

　
　
方
法
だ
と
す
る
主
張
を
間
接
的
に
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
認
識
の
も
っ
て
い
る
確
認
艶
態
（
℃
Q
臨
8
び
亀
鶴
）
と
い
う

　
　
も
の
は
知
的
な
も
の
の
機
能
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
知
識
に
の
み
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
意
識
を
も
た
な
い
物
質
で
あ
る
感
宮
そ
の
も
の
に

　
　
は
か
か
る
知
的
な
作
用
は
属
し
え
な
い
。
だ
か
ら
、
感
覚
器
官
が
認
識
方
法
で
あ
る
と
い
う
説
は
成
り
た
た
な
い
、
と
い
う
の
が
そ
ク
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
ヤ
ー
カ
ラ
の
議
論
の
要
旨
で
あ
る
。

　
　
　
モ
ク
シ
ャ
ー
カ
ラ
と
ほ
ぼ
岡
時
代
人
で
、
恐
ら
く
彼
よ
り
少
し
後
に
「
哲
学
成
程
し
　
（
日
鋤
昆
器
○
℃
採
血
）
を
書
い
た
ヴ
ィ
デ
ィ
ヤ
ー

　
　
カ
ラ
シ
ヤ
ー
ン
テ
ィ
は
同
じ
問
題
を
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
形
で
紹
介
し
て
い
る
。
ヴ
ァ
イ
バ
ー
シ
カ
学
派
は
、
も
し
知
識
そ
の
も
の
が
認
識

896　
　
　
　
　
　
存
慮
と
知
識
一
仏
教
哲
学
諸
派
の
論
争
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
七
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906　
　
者
（
痔
三
園
）
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
抵
抗
性
を
も
た
な
い
も
の
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
視
覚
は
蔽
い
隠
さ
れ
て
い
る
対
象
を
も
見
る
こ
と
が

　
　
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
か
ら
、
認
識
老
と
言
わ
れ
う
る
も
の
は
感
覚
器
官
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
考
え
る
。
し
か

　
　
し
こ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
。
も
し
我
々
が
認
識
す
る
時
に
知
識
が
対
象
の
と
こ
ろ
ま
で
膿
か
け
て
そ
れ
を
把
握
す
る
と
い
う
よ
う
に
主
張

　
　
し
て
い
る
な
ら
ば
、
彼
等
は
、
知
識
は
蔽
い
隠
さ
れ
た
上
灘
を
さ
え
も
認
識
で
き
る
は
ず
だ
、
と
い
っ
て
我
々
を
非
難
し
え
よ
う
。
し
か

　
　
し
我
々
は
知
識
は
た
だ
知
識
の
中
に
映
じ
て
い
る
対
象
の
形
相
を
認
識
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
到
達
し
え
な
い
場
所
に
あ
る

　
　
も
の
は
知
識
と
の
間
に
籾
急
性
を
持
ち
え
な
い
。
知
識
の
中
に
与
え
ら
れ
た
対
象
の
形
相
と
そ
れ
を
与
え
て
い
る
外
界
の
も
の
と
の
問
の

　
　
栢
似
性
が
認
識
の
確
実
性
の
根
拠
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
種
の
相
似
性
が
な
い
聴
に
正
し
い
認
識
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
も

　
　
し
感
官
そ
の
も
の
が
認
識
者
で
あ
る
な
ら
ば
眼
は
ガ
ラ
ス
に
隔
て
ら
れ
た
対
象
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
ヴ
ァ
イ
バ
ー
シ
カ
の
教
義
で
は
五
宮
と
そ
の
対
象
と
は
す
べ
て
抵
抗
性
を
も
つ
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
経
典
に
色
形
は
視

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

　
　
感
官
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
要
す
る
に
偏
継
的
な
仮
説
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
趣
意
で
あ
る
。

　
　
　
モ
ク
シ
ャ
…
カ
ラ
や
ヴ
ィ
デ
ィ
ヤ
ー
カ
ラ
が
認
識
の
最
も
膚
効
繭
紬
直
接
的
な
根
拠
は
知
識
で
あ
っ
て
感
官
で
は
な
い
、
と
い
っ
て
い

　
　
る
の
は
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
そ
の
認
識
論
（
℃
冨
B
鋤
鄭
鋤
く
餌
博
江
犀
餌
H
押
く
．
ω
）
の
中
で
、
認
識
方
法
の
本
性
は
知
識
で
あ
る
（
α
ぼ
箕
勢

　
　
露
鰍
眉
二
心
）
と
規
定
し
た
の
を
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
規
定
も
、
そ
の
後
の
多
く
の
論
理
学
書
に
あ
ら
わ

　
　
れ
る
感
官
認
識
説
批
判
も
説
一
切
有
部
を
主
た
る
批
判
の
対
象
と
し
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
仏
教
論
理
学
者
達
が
終
始
説
一
切
有
部

　
　
の
感
官
認
識
説
を
批
判
し
た
の
は
彼
等
が
経
量
部
の
立
場
に
立
っ
て
い
て
、
こ
の
間
題
に
関
し
て
も
蒋
部
と
そ
の
見
解
を
分
っ
て
い
た
か

　
　
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
後
代
の
論
争
に
お
い
て
は
、
認
識
方
法
（
℃
舅
B
掌
。
⇔
効
）
は
感
官
で
あ
る
の
か
知
識
で
あ
る
の
か
と
い
う
一
般
的

　
　
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
倶
舎
論
で
は
そ
れ
は
、
我
々
に
感
性
的
認
識
が
起
こ
っ
て
い
る
時
に
、
見
る
作
粥
を
な
し
て
い
る
の
は
眼
で

　
　
あ
る
の
か
あ
る
い
は
視
覚
（
眼
識
）
そ
の
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
形
で
論
争
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
説
一
切
有
部
の
内
部
で
も
眼
が
見

　
　
る
の
だ
と
い
う
根
見
説
、
眼
識
が
見
る
の
だ
と
い
う
識
見
説
そ
の
他
が
対
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
縁
部
の
正
統
派
が
最
終
的
に
是
認



　
し
て
い
る
の
は
ヴ
ァ
ス
ミ
ト
ラ
の
根
魚
礁
で
あ
っ
た
。
経
量
部
は
倶
舎
学
老
の
間
で
は
識
と
心
作
用
と
が
和
会
し
て
見
る
と
主
張
す
る
和

　
合
見
家
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
立
場
が
後
代
の
論
理
学
派
の
も
の
と
最
も
よ
く
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
倶
奮

　
論
そ
の
も
の
に
お
い
て
既
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ま
、
し
ば
ら
く
倶
舎
論
に
お
け
る
論
争
の
要
点
の
み
を
辿
り
、
な
ぜ
有
部
の
正
統

　
派
が
根
見
説
を
固
執
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
（
2
三
）

　
　
倶
舎
論
で
は
後
代
の
よ
う
に
認
識
方
法
の
本
質
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
展
開
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
十
八
界
の
範
購
の
う
ち
ど
れ
だ

　
　
け
が
見
（
痔
。
。
鉱
）
と
名
付
け
ら
れ
、
ど
れ
だ
け
が
非
見
（
鋤
烏
讐
）
と
名
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
分
類
に
端
を
発
し
、
六
根
が
見
の
中
に

　
　
挙
げ
ら
れ
る
の
に
対
し
て
批
判
と
答
論
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
見
に
分
類
さ
れ
た
も
の
の
中
に
は
我
見
や
煩
悩
を
離
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
知
見
な
ど
の
、
い
わ
ば
見
解
で
あ
っ
て
そ
の
本
質
が
審
慮
・
判
断
で
あ
る
も
の
が
多
い
の
で
、
そ
の
よ
う
な
判
断
作
用
を
も
た
な
い
眼
と

　
　
い
う
感
官
が
ど
う
し
て
見
と
呼
ば
れ
う
る
か
と
い
う
質
問
が
議
論
の
発
端
を
な
し
て
い
る
。
根
皇
家
は
眼
が
見
と
い
わ
れ
る
時
に
は
そ
れ

　
　
が
判
断
作
用
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
萌
了
に
墨
形
と
い
う
京
職
を
観
照
す
る
作
用
（
蹴
。
＄
墨
）
が
あ
る
か
ら
だ
と
答
え
る
。

　
　
識
見
家
は
眼
と
い
う
感
宮
自
体
が
認
識
作
用
を
す
る
な
ら
ば
視
覚
は
そ
れ
以
外
の
認
識
（
例
え
ば
聴
覚
）
が
生
じ
て
い
る
瞬
問
に
も
同
時

　
　
に
起
り
う
る
こ
と
に
な
っ
て
、
有
部
の
一
瞬
闘
に
二
つ
の
認
識
が
同
時
に
生
ず
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
定
説
に
青
く
で
は
な
い
か
と
難
ず

　
　
る
。
根
厨
家
は
こ
れ
に
黒
し
て
、
す
べ
て
の
眼
が
常
に
見
る
わ
け
で
は
な
く
、
眼
識
と
共
同
し
て
自
己
の
作
用
を
行
な
っ
て
い
る
（
旧
訳
）

　
　
眼
の
み
で
あ
っ
て
、
累
算
は
視
覚
の
感
官
及
び
対
象
以
外
の
も
の
と
共
岡
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
上
述
の
非
難
は
当
ら
な
い
と
い
う
。
し

　
　
か
し
識
見
家
は
、
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
見
る
作
用
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
視
覚
そ
の
も
の
が
冤
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
非
難
す

　
　
る
。
こ
れ
に
対
し
て
形
見
家
は
、
先
の
ヴ
ィ
デ
ィ
や
二
心
ラ
の
議
論
の
中
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
も
し
抵
抗
性
の
な
い
認
識
そ
の
も
の
が
見

　
　
る
作
用
を
も
つ
な
ら
ば
、
壁
な
ど
に
隠
さ
れ
た
対
象
も
見
え
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
現
実
に
生
じ
な
い
の
は
限
が
見
る
の
で

　
　
あ
っ
て
視
覚
そ
の
も
の
が
見
る
の
で
は
な
い
こ
と
の
証
左
だ
と
い
う
。
眼
と
視
覚
的
認
識
と
は
一
つ
の
対
象
に
激
て
共
同
し
て
作
用
す
る

　
　
の
だ
か
ら
、
抵
抗
物
で
あ
る
眼
が
作
用
し
な
い
時
に
は
視
覚
も
起
ら
な
い
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
識
見
家
は
こ
れ
に
対
し
て
、
眼
と
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6
　
い
う
も
の
は
、
あ
た
か
も
皮
虜
が
対
象
と
接
触
し
て
感
覚
を
生
ず
る
よ
う
に
、
対
象
と
じ
か
に
接
触
し
て
視
覚
を
起
す
も
の
だ
か
ら
覆
障

　
　
さ
れ
た
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
、
と
卑
見
家
が
意
味
す
る
な
ら
ば
、
水
晶
・
瑠
璃
・
雲
母
・
水
な
ど
に
隔
…
て
ら
れ
た
も
の
が

　
　
見
え
る
こ
と
を
ど
う
説
明
す
る
の
か
、
と
詰
閥
し
て
い
る
。
こ
れ
も
細
き
に
紹
介
し
た
ヴ
ィ
デ
ィ
ヤ
ー
カ
ラ
の
議
論
の
中
に
と
り
入
れ
ら

　
　
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
識
見
家
に
よ
れ
ば
、
対
象
自
体
が
障
え
ら
れ
て
い
て
も
光
贋
が
妨
げ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
眼
識
は
生
じ
、
見
る

　
　
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
説
零
し
、
経
典
に
、
眼
が
色
を
見
る
と
い
っ
て
い
る
の
は
喩
説
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
真
実
は
眼
識
が
眼
と

　
　
い
う
門
を
媒
介
に
し
て
見
る
と
い
う
べ
き
だ
と
説
明
す
る
。
根
見
醒
は
こ
れ
に
対
し
て
、
も
し
視
覚
が
見
る
作
用
を
も
す
る
な
ら
ば
、
　
一

　
　
体
そ
れ
を
確
認
す
る
の
は
主
な
の
か
、
一
つ
の
視
覚
に
観
照
と
確
認
と
二
つ
の
異
っ
た
作
用
が
あ
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
と
非
難
す
る
。

　
　
識
見
家
の
こ
れ
に
対
す
る
答
は
、
見
る
作
用
と
確
認
作
用
と
は
隔
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
な
お
他
の
論
者
の
意
見
も
ま
じ
っ
て
議
論
は
さ
ら
に
続
く
が
、
根
三
家
と
識
見
家
の
論
争
の
本
筋
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
。
最
後
に
経

　
　
黒
部
が
意
兇
を
述
べ
て
以
上
の
議
論
を
嘲
笑
す
る
。
眼
と
色
と
を
原
因
と
し
て
眼
識
が
生
ず
る
場
合
、
そ
こ
に
は
因
果
関
係
が
あ
る
だ
け

　
　
で
あ
っ
て
、
色
形
・
視
感
宮
、
視
覚
が
主
体
・
客
体
の
関
係
に
お
い
て
簿
啓
し
て
実
在
し
、
そ
の
問
に
な
ん
ら
か
の
作
用
と
い
う
も
の
が

　
　
あ
る
の
で
は
な
い
、
眼
を
見
る
も
の
、
識
を
確
認
す
る
も
の
と
名
づ
け
る
こ
と
は
要
す
る
に
世
間
の
言
語
習
慣
に
す
ぎ
ず
、
真
実
を
あ
ら

　
　
わ
す
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
経
董
部
の
意
見
の
主
意
で
あ
る
。

　
　
　
ヴ
ァ
ス
ミ
ト
ラ
の
根
暴
説
に
対
し
て
識
見
説
を
代
表
し
て
い
る
の
は
ダ
ル
マ
ト
ラ
ー
タ
で
、
倶
舎
論
の
著
者
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
も
後
者

　
　
に
加
担
し
て
い
る
と
い
う
の
が
伝
統
的
解
釈
で
あ
る
。
そ
の
際
経
量
部
の
意
見
が
識
見
説
と
全
く
同
一
で
は
な
い
こ
と
は
、
最
後
に
識
見

　
　
説
と
別
個
な
意
見
を
経
量
部
が
提
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
有
部
の
内
部
に
お
け
る
馳
駅
説
と
識
見
説
と
は
た
し
か
に

　
　
互
い
に
対
立
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
基
本
的
立
場
は
そ
れ
ほ
ど
異
っ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
視
感
官
と
身
形
と
視
覚
と
を
そ
れ
ぞ

　
　
れ
別
個
に
存
在
す
る
実
在
と
し
、
見
る
作
用
あ
る
い
は
確
認
す
る
作
用
が
そ
の
う
ち
の
い
ず
れ
の
実
在
に
所
属
す
る
か
に
主
要
な
関
心
を

　
　
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
問
題
の
困
難
さ
は
、
同
時
に
並
存
す
る
主
体
と
客
体
と
作
用
の
関
係
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
時
に
、
あ
た
か
も



　
　
人
が
斧
で
木
を
斬
る
時
、
斬
る
作
用
を
行
な
う
の
は
人
な
の
か
斧
な
の
か
と
い
う
問
題
が
起
る
よ
う
に
、
眼
と
視
覚
と
の
い
ず
れ
が
視
覚

　
　
作
用
の
直
接
的
・
有
効
的
作
因
で
あ
る
か
が
決
し
が
た
い
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
経
量
部
は
、
面
形
の
生
じ
て
い
る
瞬

　
　
間
、
眼
の
作
用
し
て
い
る
瞬
聞
、
認
識
の
生
じ
て
い
る
瞬
間
は
時
間
的
に
ず
れ
て
い
る
、
だ
か
ら
時
間
的
に
継
起
し
て
い
る
三
つ
の
も
の

　
　
の
間
に
直
接
的
な
作
用
が
あ
る
は
ず
は
な
く
、
あ
る
の
は
た
だ
因
果
関
係
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
経
蟄
部
に
と
っ
て
認
識

　
　
と
い
う
も
の
は
、
感
宮
や
対
象
た
る
外
界
と
対
立
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
認
識
が
生
じ
て
い
る
時
に
は
そ
の
原
因
と
な
っ
た
感

　
　
官
の
剃
那
・
外
界
の
も
の
の
刹
那
は
既
に
過
去
し
、
存
在
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
現
在
に
あ
る
も
の
、
真
の
意
味
で
存
在
し
て
い

　
　
る
も
の
は
、
色
形
が
見
え
て
い
る
と
い
う
視
覚
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
認
識
を
主
観
的
契
機
・
客
観
的
契
機
に
分
析
す
る
の
は
、
人

　
　
間
の
燈
心
や
書
痴
の
習
慣
的
設
定
で
あ
っ
て
、
認
識
の
事
実
そ
の
も
の
は
、
主
観
と
客
観
と
に
分
つ
こ
と
の
で
き
な
い
一
つ
の
も
の
で
あ

　
　
（
3
三
）

　
　
る
。
こ
の
よ
う
な
経
量
部
の
思
惟
方
法
が
有
部
の
そ
れ
と
本
質
的
に
違
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
経
量
部
が
現
在
の

　
　
も
の
の
み
が
実
在
で
あ
っ
て
、
　
一
刹
那
蔚
に
過
冷
し
た
も
の
及
び
未
来
の
い
か
な
る
も
の
も
存
在
し
な
い
と
主
張
し
た
と
い
う
こ
と
は
彼

　
　
ら
が
作
用
の
実
在
性
を
否
定
し
て
因
果
関
係
を
の
み
冤
出
し
た
こ
と
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
現
在
に
存
在
す
る
認
識
と
い

　
　
う
一
つ
の
事
実
の
み
を
考
え
れ
ば
、
認
識
の
主
観
も
対
象
も
実
は
認
識
の
中
で
の
分
岐
で
あ
っ
て
、
認
識
と
別
個
に
、
そ
の
外
に
存
在
す

　
　
る
も
の
は
何
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
経
蔵
部
の
有
形
掘
知
識
論
や
外
界
非
知
覚
論
の
霞
発
点
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
有
部
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
監
）

　
　
部
で
根
細
説
、
識
冤
説
の
対
立
し
て
い
る
場
と
全
く
異
っ
た
場
に
お
け
る
議
論
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
か
か

　
　
る
征
者
の
間
の
作
用
を
認
め
る
有
部
は
時
間
的
継
起
を
否
定
し
て
、
三
者
は
同
蒔
的
に
交
渉
す
る
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
根
魚
と
識
見
の
論
争
の
意
義
を
十
分
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
有
部
が
意
識
躍
ち
視
覚
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
る
か
を
知

　
　
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
有
部
の
体
系
で
は
、
一
般
的
に
云
っ
て
、
五
感
官
は
物
質
で
あ
り
、
五
感
覚
（
五
識
）
は
感
性
的
認
識
で
あ
り
、

　
　
意
識
は
悟
性
的
認
識
で
あ
る
と
云
え
る
。
感
覚
か
ら
意
識
を
分
つ
も
の
は
、
も
と
よ
り
、
前
者
に
は
思
推
作
用
が
な
い
が
、
後
者
に
は
そ

　
　
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
五
識
も
意
識
も
、
五
位
の
範
疇
で
云
え
ば
心
で
あ
り
、
心
に
は
必
ず
十
種
の
心
作
用
（
事
大

936　
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二

94
6
　
地
法
）
が
同
時
に
共
同
す
る
と
い
う
の
が
有
部
の
定
説
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
十
種
の
中
に
含
ま
れ
る
慧
（
判
断
作
用
）
や
念
（
記
憶
）
も

　
　
五
識
と
と
も
に
起
っ
て
い
る
は
ず
で
、
そ
れ
な
ら
ば
五
識
は
単
な
る
感
性
的
認
識
と
は
云
え
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
疑
問
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
【
〇
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
し
て
有
部
は
五
識
と
共
に
起
る
慧
は
判
断
作
用
を
持
っ
て
い
な
い
、
と
か
、
五
識
は
無
分
別
即
ち
思
惟
作
用
を
持
た
な
い
と
か
答
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
に
よ
れ
ば
五
識
は
も
と
よ
り
慧
・
念
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
の
判
断
や
記
憶
の
機
能
が
微
弱
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　
倶
舎
論
で
は
、
思
惟
作
用
（
分
別
）
を
一
篇
種
に
分
け
、
凋
断
∵
推
理
（
熱
度
分
別
）
、
記
憶
・
再
認
（
随
念
分
母
）
、
及
び
対
象
の
本
性
を
把

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
聾
す
る
知
覚
（
自
性
分
別
）
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
三
種
の
思
惟
作
用
の
う
ち
、
最
後
の
知
覚
作
用
の
み
が
五
識
と
共
同
す
る
の
で
あ

　
　
っ
て
、
他
の
二
つ
は
五
識
と
共
に
は
起
ら
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
意
識
は
前
の
二
つ
を
主
要
な
機
能
と
す
る
。
あ
た
か
も
、
一
本
足
の
馬

　
　
を
「
足
を
持
た
ぬ
も
の
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
思
惟
作
用
の
う
ち
最
も
微
弱
な
も
の
で
あ
る
知
覚
し
か
持
た
ぬ
五
識
は
分
洌

　
　
を
持
た
な
い
も
の
、
と
呼
ば
れ
て
然
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
知
覚
（
自
性
分
別
）
と
い
う
の
は
心
作
用
の
う
ち
の
尋
（
求
）
・

　
　
伺
（
察
）
を
そ
の
本
質
と
す
る
。
尋
・
伺
は
ヴ
ァ
ス
ヴ
ァ
ン
ド
ゥ
に
よ
れ
ば
そ
の
形
椙
が
粗
雑
で
外
界
を
対
象
に
し
て
起
る
も
の
と
さ
れ

　
　
（
9
三
）

　
　
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
最
も
低
度
の
思
惟
で
、
対
象
を
総
体
的
に
知
覚
す
る
だ
け
の
作
用
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
外
界
の
存
在
を
否
定
す
る
に
用
い
た
一
つ
の
理
論
を
こ
こ
で
思
い
出
し
て
み
よ
う
。
我
々
の
認
識
に
お
い
て
は
、

　
　
そ
の
対
象
た
る
、
た
と
え
ば
、
青
い
も
の
、
と
そ
の
青
い
も
の
の
知
識
と
は
常
に
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
も
の
と
し
て
は
知
ら

　
　
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
し
有
部
の
根
見
家
が
観
照
と
い
う
の
は
、
鏡
の
反
映
作
用
の
よ
う
な
、
物
理
的
機
能
で
あ
る
と
考
え
て

　
　
い
る
と
す
れ
ば
、
青
い
対
象
自
体
と
、
鏡
に
う
つ
っ
た
そ
の
映
像
と
、
二
つ
の
も
の
が
我
々
に
知
覚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
こ
の
非
難
を
避
け
る
用
意
は
有
部
の
理
論
の
中
に
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
視
感
官
は
観
照
機
能
を
有
す
る
が
、
視
覚
と
共
同
し
な
け
れ
ば

　
　
実
際
に
見
る
作
用
を
行
な
わ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
さ
ら
に
明
確
に
規
定
す
れ
ば
、
見
る
作
用
は
眼
に
所
属
す
る
も
の
で
あ

　
　
る
が
、
視
覚
の
自
性
分
別
と
い
う
微
弱
な
思
惟
作
用
と
共
同
し
な
け
れ
ば
、
認
識
は
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
青
い
対
象
と
そ
の

　
　
映
像
と
の
二
つ
が
我
々
の
認
識
の
中
に
あ
ら
わ
れ
な
い
の
は
、
見
て
い
る
の
は
限
だ
け
で
あ
っ
て
、
心
は
そ
れ
を
思
惟
し
て
い
る
一
た



　
　
と
え
微
弱
な
汗
血
に
す
ぎ
な
く
て
も
一
だ
け
で
あ
る
か
ら
だ
、
と
い
う
の
が
根
見
落
の
帰
結
に
な
る
、
こ
の
こ
と
は
こ
の
理
論
を
き
わ

　
　
め
て
有
部
的
な
も
の
と
し
て
き
わ
だ
た
せ
る
。
有
部
は
融
融
に
は
対
象
の
機
能
を
、
感
官
に
は
感
官
の
機
能
を
、
心
に
は
心
の
機
能
を
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
実
在
は
そ
れ
自
身
の
独
畠
の
機
能
を
も
つ
、
と
い
う
立
場
が
く
ず
れ
れ
ば
、
範

　
　
疇
論
的
実
在
論
は
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
い
で
、
心
の
機
能
に
限
っ
て
み
る
と
有
部
に
お
い
て
は
、
感
覚
と
思
惟
、
感
性
と
悟
性

　
　
と
を
分
け
る
も
の
は
、
藤
巻
は
微
弱
な
推
求
で
あ
る
が
、
後
者
は
高
度
の
判
断
・
推
理
で
あ
る
と
い
う
、
思
惟
の
程
度
の
差
に
す
ぎ
な
か

　
　
つ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
点
は
経
量
部
・
論
理
学
派
と
本
質
的
に
違
っ
て
い
る
。
後
者
で
は
、
観
照
も
思
惟
も
、
二
宮

　
　
と
い
う
物
質
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
認
識
と
い
う
精
神
作
用
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
感
覚
と
判
断
・
思
惟
を
分
つ
も
の
は
前
者
は
概

　
　
念
的
思
惟
を
全
く
ま
じ
え
な
い
が
、
後
岩
は
概
念
的
思
惟
の
み
を
本
質
と
す
る
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
　
観
照
（
巴
o
o
き
9
。
）
と
い
う
概
念
は
有
部
の
他
に
も
、
ク
マ
！
り
ラ
バ
ッ
タ
を
始
と
す
る
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
が
用
い
て
い
る
。
彼
ら

　
　
も
有
部
と
同
じ
よ
う
に
観
照
は
言
葉
を
ま
じ
え
な
い
か
ら
概
念
的
思
惟
を
と
も
な
っ
て
い
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
仏
教
論
理
学

　
　
は
こ
の
観
照
と
い
う
概
念
を
不
明
確
な
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
幼
児
・
唖
者
・
動
物
の
よ
う
に
言
葉
を
持
た
な
い
も
の

　
　
が
物
を
見
て
い
る
時
、
そ
こ
に
は
た
し
か
に
言
葉
の
ま
じ
ら
な
い
認
識
が
あ
る
と
云
え
る
。
し
か
し
、
能
界
が
ま
じ
っ
て
い
な
い
と
い
う

　
　
こ
と
は
思
惟
が
ま
じ
ら
な
い
こ
と
と
は
異
っ
て
い
る
。
幼
児
・
唖
者
。
動
物
は
も
の
は
云
わ
な
い
が
、
あ
る
も
の
を
見
て
合
目
的
的
な
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
為
を
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
思
推
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
、
純
粋
な
感
覚
で
あ
る
と
は
云
え
な
い
、
と
非
難
す
る
。
こ
の
批
判

　
　
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
観
照
と
い
う
規
定
だ
け
で
は
、
思
惟
の
有
無
を
分
つ
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
有
部
の
謬
見
説
の
萎
う

　
　
観
照
に
も
同
じ
よ
う
な
不
向
確
さ
が
ま
つ
わ
っ
て
い
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
思
惟
が
ま
じ
っ
て
い
る
以
上
そ
れ
は
感
官
の
物
理
的
現

　
　
象
と
は
云
え
な
い
し
、
ま
た
、
純
粋
な
感
性
の
作
用
で
も
な
い
。
だ
か
ら
、
観
照
と
い
う
あ
い
ま
い
な
概
念
に
よ
っ
て
、
認
識
を
論
ず
べ

　
　
き
で
は
な
く
て
、
感
性
と
悟
性
と
を
分
つ
た
め
に
は
、
概
念
的
思
惟
の
有
無
を
基
準
に
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
理
論
を

　
　
構
成
し
た
の
が
経
量
部
・
論
理
学
派
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

956　
　
　
　
　
　
存
在
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知
識
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仏
教
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学
諸
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論
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二
二
三
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（
2
3
）

　
有
部
の
体
系
で
は
識
即
ち
心
は
単
に
対
象
を
総
体
的
に
把
握
す
る
認
識
と
規
定
さ
れ
る
だ
け
で
、
き
わ
め
て
無
内
容
な
も
の
で
あ
る
。

事
象
の
形
相
を
受
け
入
れ
（
受
）
、
取
像
・
表
象
し
（
想
）
、
判
断
し
（
慧
）
、
確
認
す
る
（
勝
解
）
の
は
心
と
は
区
別
さ
れ
た
実
在
で
あ

る
そ
れ
ぞ
れ
の
心
作
用
（
善
所
）
で
あ
る
。
ま
た
概
念
の
本
質
を
な
す
一
般
者
（
種
）
は
有
部
の
体
系
で
は
心
で
も
心
作
用
で
も
な
い
、

別
燗
な
範
疇
で
あ
る
心
不
桐
予
行
に
属
す
る
同
分
（
。
。
⇔
び
薮
σ
q
象
傭
）
で
あ
る
。
こ
れ
も
実
は
ニ
ヤ
ー
ヤ
・
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
…
シ
カ
派
の
理
論

に
酷
似
し
て
い
る
。
こ
の
心
不
相
応
行
と
い
う
範
騰
は
物
質
で
も
心
理
作
用
で
も
な
い
論
理
的
観
念
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前

に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
認
識
と
い
う
一
つ
の
心
理
的
な
事
実
は
有
部
の
体
系
で
は
質
的
に
異
っ
た
諸
要
素
に
分
裂
さ
せ

ら
れ
て
し
ま
う
た
め
に
、
統
一
的
な
認
識
の
分
析
が
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
学
派
が
真
の
意
味
で
の
認
識
論
を
発
展
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
有
部
の
理
論
の
う
ち
で
注
意
し
て
お
き
た
い
第
二
の
点
は
、
膚
部
が
こ
の
よ
う
な
認
識
論
に
お
け
る
不
備
を
も
顧
み
ず
に
、
彼
ら
の
範

下
魚
的
実
在
論
に
固
執
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ス
パ
ン
ド
ゥ
の
倶
舎
論
を
批
判
し
て
「
雪
丸
達
磨
順
正
理
論
」
を
書
い
た
サ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

ガ
バ
ド
ラ
（
滞
空
）
は
、
先
に
紹
介
し
た
倶
舎
論
に
お
け
る
経
落
部
の
意
見
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
な
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
す

べ
て
の
変
化
す
る
も
の
は
因
縁
に
よ
っ
て
生
じ
て
く
る
と
い
う
点
で
鳳
等
し
い
が
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
は
独
自
の
相
状
と
作
用
を

も
っ
て
い
る
。
地
な
ど
は
因
縁
よ
り
生
ず
る
け
れ
ど
も
堅
性
な
ど
の
本
質
と
、
も
の
を
保
持
す
る
作
用
と
い
う
独
自
性
を
も
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
、
眼
根
・
色
形
・
眼
識
の
三
者
は
す
べ
て
因
縁
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
、
一
定
の
本
質
と

作
用
を
も
っ
て
い
る
。
眼
は
色
や
識
と
異
り
、
色
や
識
も
他
の
二
つ
と
異
っ
た
存
在
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
こ
に
「
総
実
」
の
本
質
・
作
用

は
な
い
け
れ
ど
も
、
　
「
野
並
」
の
本
質
・
作
用
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
眼
と
色
と
識
と
は
能
見
、
所
見
・
能
了
と
名
付
け
ら
れ
、
別

別
な
実
在
と
し
て
立
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
経
二
部
の
よ
う
に
、
こ
の
諸
実
在
の
差
別
を
無
視
し
、
世
間
の
書
語
習
慣
に
固
執

し
て
は
い
け
な
い
、
と
云
う
の
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
世
間
の
誤
っ
て
い
る
の
は
「
総
実
」
の
本
質
・
作
用
に
執
着
す
る
こ
と
に
あ
る
か

ら
で
、
こ
れ
は
否
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
　
「
篤
実
」
を
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
。
別
実
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
勝
義
に
絹
違
せ
ず
、



　
　
世
俗
に
随
順
し
て
名
言
を
仮
立
す
る
の
が
説
一
切
有
部
の
立
場
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
我
と
か
プ
ド
ガ
ラ
と
い
う
作
者
と
そ
の
作
用
の
存

　
　
在
は
否
定
す
る
が
、
限
・
色
・
識
と
い
う
別
学
の
作
老
と
作
用
を
否
定
し
は
し
な
い
云
々
、
と
。
こ
こ
に
云
う
「
総
記
」
と
い
う
の
は
十

　
　
分
に
明
ら
か
で
な
い
が
、
我
（
卸
酔
筥
鋤
質
）
と
か
実
体
（
舞
⇔
＜
巻
）
と
い
う
も
の
を
意
味
す
る
よ
う
で
、
　
「
別
実
」
と
い
う
の
は
世
聞
一
般

　
　
が
素
朴
に
信
じ
て
い
る
存
在
で
は
な
く
て
五
位
七
十
五
法
と
い
う
哲
学
的
な
、
勝
義
的
な
実
在
を
意
味
す
る
よ
う
で
あ
る
。
我
や
実
体
と

　
　
い
う
誤
認
さ
れ
た
実
在
を
否
定
し
て
、
真
の
意
味
で
実
在
す
る
現
象
構
成
要
素
を
立
て
る
の
が
有
部
の
立
場
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
範
照
葉
的
思
惟
の
下
で
は
、
本
質
の
認
め
ら
れ
る
限
り
は
そ
れ
を
一
つ
の
実
在
と
し
、
一
つ
の
実
在
が
二
つ
の
本
質
を
も

　
　
っ
て
い
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
は
、
識
見
家
の
云
う
よ
う
に
、
識
に
見
る
作
用
と
了
別
す
る
作
用
と
い
う
二
つ
が

　
　
あ
る
な
ら
ば
、
識
と
い
う
一
つ
の
実
在
（
一
法
）
に
能
見
老
と
能
識
者
と
い
う
二
つ
の
本
質
（
体
）
が
あ
る
と
い
う
不
合
理
に
な
る
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
い
う
意
味
の
こ
と
を
述
べ
る
。
識
見
家
や
経
学
部
の
よ
う
に
、
感
宮
・
対
象
・
認
識
と
い
う
基
ホ
的
な
王
つ
の
範
疇
の
区
別
を
無
視
し
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
の
本
質
と
作
用
を
混
同
す
る
な
ら
ば
、
五
位
七
十
五
法
あ
る
い
は
実
需
、
十
二
処
・
十
八
界
の
体
系
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
。

　
　
だ
か
ら
有
部
正
統
派
と
し
て
は
識
見
説
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
有
部
に
と
っ
て
最
も
致
命
的
な
打
撃
に
な
る
で

　
　
あ
ろ
う
も
の
は
経
量
部
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
学
派
は
感
宮
と
対
象
と
は
過
鼓
し
た
非
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
現
在
一
刹

　
　
那
の
認
識
だ
け
が
実
在
す
る
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
を
認
め
れ
ば
、
作
者
・
所
作
者
・
作
用
の
い
ず
れ
も
一
つ
の
認
識
の
異
っ
た
側
面
に

　
　
他
な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
時
に
は
同
一
の
認
識
の
中
で
主
観
が
客
観
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
対
象
は
認
識
の
外
に
存
在
す
る

　
　
の
で
は
な
く
て
、
認
識
の
一
契
機
に
す
ぎ
ず
、
知
識
が
知
識
の
表
象
を
認
識
す
る
と
い
う
有
形
相
知
識
論
が
成
立
し
て
く
る
。
認
識
の
諸

　
　
契
機
は
実
在
で
は
な
し
に
、
た
だ
人
間
の
思
惟
に
よ
る
分
化
の
結
果
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
認
識
と
は
知
識
の
自
覚
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に

　
　
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
唯
識
派
の
よ
う
に
外
界
の
存
在
を
全
面
的
に
否
定
し
な
い
ま
で
も
、
経
量
部
と
同
じ
よ
う
に
、
外
界
は

　
　
直
接
に
知
覚
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
書
見
説
と
い
う
も
の
は
窟

　
　
部
の
無
形
絹
知
識
論
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
有
部
と
し
て
は
ど
う
し
て
も
譲
る
こ
と
の
で
き
な
い
限
界
理
論
を
な
し

餅　
　
　
　
　
　
存
在
と
知
識
一
仏
教
哲
学
諸
派
の
論
争
l
l
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
五
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て
い
る
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
。

墨
黒
六

四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
マ
ー
ダ
ヴ
ァ
の
紹
介
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
怨
讐
部
が
、
外
界
と
い
う
も
の
は
薩
接
我
々
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
で
は
な
し
に
、
そ
の

存
在
は
た
だ
推
理
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
の
に
対
し
て
有
部
は
次
の
よ
う
な
意
味
の
批
判
を
し
て
い
る
。
推
理
は
能
証
と
所

領
の
必
然
的
関
係
の
観
察
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
必
然
的
関
係
は
推
理
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
知
覚
か
ら
帰
納
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
知
覚
は
推
理
の
根
拠
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
か
つ
て
一
度
も
知
覚
し
た
こ
と
の
な
い
外
界
に
つ
い
て
そ
の
存
在

を
推
理
す
る
と
い
う
経
量
部
の
主
張
は
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
、
と
。
経
町
部
が
有
形
相
知
識
論
を
採
り
、
外
界
の
非
知
覚
性
を
主
張
し
た

こ
と
は
、
外
界
を
否
定
す
る
唯
心
論
へ
の
道
に
一
歩
踏
み
出
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
・
石
に
有
部
が
指
摘
し
た
よ
う
な
経
上
部

の
立
場
の
不
安
定
さ
を
解
決
す
る
に
は
、
唯
識
派
と
同
じ
よ
う
に
、
積
極
的
に
外
界
の
存
在
を
否
定
し
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
個
人
の
現
在
一
瞬
の
認
識
の
み
を
是
認
す
る
こ
と
は
自
己
以
外
の
他
の
人
格
や
外
界
一
般
を
否
定
す
る
ソ
リ
プ
シ
ズ
ム
へ
’

の
急
坂
を
か
け
降
り
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
章
に
触
れ
る
よ
う
に
、
後
期
唯
識
哲
学
の
到
達
し
た
一
種
の
ソ
リ
プ
シ
ズ
ム
は
、
救
済
へ
の

捷
径
と
し
て
、
ま
た
、
自
己
と
世
界
と
を
同
一
視
す
る
無
我
と
慈
悲
の
哲
学
と
し
て
、
高
い
宗
教
的
価
置
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ

に
も
拘
ら
ず
、
外
界
の
否
定
か
ら
ソ
リ
プ
シ
ズ
ム
に
連
な
る
思
想
が
危
険
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
有
部
が
、
外

界
は
我
々
の
認
識
と
は
独
立
に
実
在
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
ま
た
そ
の
主
張
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
、
現
象
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

も
の
の
本
体
は
過
・
現
・
末
の
三
時
に
わ
た
っ
て
恒
常
的
に
実
在
す
る
こ
と
を
固
執
し
た
の
は
、
経
量
部
か
ら
大
乗
に
つ
づ
く
唯
心
論
思

想
へ
の
警
告
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
有
部
の
三
世
実
有
論
を
皮
え
て
い
る
基
礎
理
論
は
何
で
あ
っ
た
か
を
、
最
後
に
考
察
し
て
お

き
た
い
。

　
倶
舎
論
で
は
第
二
巻
に
十
八
界
の
範
疇
を
留
分
（
ω
翫
び
げ
鋤
α
森
㊤
）
と
彼
同
分
（
9
富
田
び
び
餌
ぴ
Q
⇔
）
と
に
分
類
す
る
箇
所
が
あ
る
。
こ
こ
に
云



　
　
う
同
分
は
種
概
念
に
相
当
す
る
同
分
（
心
不
相
応
行
の
一
た
る
。
。
鋤
げ
げ
鯛
頓
象
鋤
）
と
は
愚
な
も
の
で
あ
る
。
倶
舎
論
及
び
ヤ
シ
ョ
ミ
ト
ラ
註

　
　
釈
の
説
明
に
よ
る
と
、
分
と
は
感
宮
と
対
象
と
心
と
が
相
互
に
交
渉
し
、
役
立
つ
こ
と
で
あ
り
、
三
者
お
の
お
の
が
そ
の
よ
う
な
作
用
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
き
に
同
分
と
い
わ
れ
る
。
　
一
つ
の
認
識
が
生
ず
る
際
に
そ
の
実
際
の
認
識
の
要
素
と
な
っ
て
作
用
し
て
い
る
感

　
　
官
・
鮒
象
・
心
の
各
々
が
岡
分
と
よ
ば
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
い
わ
ば
蟻
壁
的
な
感
官
・
対
象
・
心
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
彼
同

　
　
分
と
は
、
か
か
る
顕
勢
的
な
も
の
と
同
種
の
も
の
、
即
ち
使
分
の
同
国
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
傭
人
の
あ
る
時
点
に
お
け
る
認

　
　
識
に
参
与
し
て
い
な
い
時
の
、
即
ち
い
わ
ば
潜
勢
的
な
早
宮
・
対
象
・
心
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
あ
る
一
つ
の
物
質
が
甲
と
い
う
入
の

　
　
眼
で
は
見
ら
れ
て
い
る
が
乙
に
よ
っ
て
は
見
ら
れ
て
い
な
い
時
に
は
、
そ
の
物
質
は
甲
に
と
っ
て
は
顕
勢
的
で
あ
る
が
乙
に
と
っ
て
は
潜

　
　
勢
的
で
あ
る
。
ま
た
甲
の
視
感
官
と
視
覚
と
は
そ
の
物
質
に
関
し
て
顕
勢
的
で
あ
る
が
乙
の
視
感
官
と
視
覚
と
は
潜
勢
的
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
顕
勢
と
潜
勢
と
を
十
八
界
の
範
疇
の
一
々
に
適
用
し
て
ゆ
く
時
に
は
、
過
現
未
と
い
う
時
闇
の
複
数
性
、
認
識
主
体
の
複
数
性
さ

　
　
ら
に
認
識
の
起
る
空
間
の
複
数
性
の
諸
要
素
が
掬
わ
る
た
め
に
、
甚
だ
煩
忙
な
手
続
き
と
な
る
。
眼
に
つ
い
て
嚢
え
ぱ
、
過
去
に
於
て
色

　
　
形
を
見
た
も
の
、
現
在
見
て
い
る
も
の
、
未
来
に
見
る
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
に
お
い
て
単
一
的
な
眼
で
あ
る
。
潜
勢
的
な
眼
に
は
四

　
　
種
乃
至
五
種
が
あ
る
。
色
形
を
見
な
い
ま
ま
に
過
去
に
お
い
て
滅
し
た
も
の
、
現
在
見
な
い
ま
ま
で
滅
し
、
将
来
見
な
い
ま
ま
で
減
す
る

　
　
も
の
は
幽
々
の
蒔
点
に
お
い
て
潜
勢
的
な
眼
で
あ
る
が
、
第
四
に
眼
が
未
来
永
久
に
作
用
を
な
さ
な
い
場
合
を
不
生
法
と
呼
ん
で
こ
れ
も

　
　
潜
勢
の
一
種
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
不
生
法
は
視
覚
即
ち
心
も
視
感
官
も
共
に
存
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
洞
窟
の
中
に
と
じ
こ
め
ら
れ
て

　
　
光
が
な
い
場
合
の
よ
う
に
、
共
岡
因
の
欠
如
に
も
と
つ
く
不
生
と
、
視
感
宮
は
あ
る
が
心
の
起
ら
ぬ
た
め
に
視
覚
が
起
ら
な
い
不
生
の
場

　
　
合
と
の
二
つ
に
細
分
さ
れ
て
、
前
の
三
種
と
合
わ
て
五
種
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
眼
耳
鼻
舌
趣
意
の
六
感
官
に
つ
い
て
は
、
甲
な
る
人

　
　
の
感
官
が
顕
勢
で
あ
れ
ば
、
そ
の
甲
の
感
官
は
他
の
す
べ
て
の
人
か
ら
見
て
も
権
勢
で
あ
る
が
、
対
象
の
方
は
そ
れ
と
違
っ
て
、
甲
に
よ

　
　
っ
て
見
ら
れ
て
い
る
色
形
は
そ
れ
を
見
て
い
な
い
乙
そ
の
他
の
人
に
と
っ
て
は
潜
勢
で
あ
る
。
ま
た
大
地
中
や
大
海
下
の
色
形
の
よ
う
に

　
　
存
在
し
な
が
ら
も
一
切
の
人
に
と
っ
て
永
久
に
潜
勢
に
と
ど
ま
る
も
の
も
あ
る
。
そ
の
他
、
音
声
は
色
形
と
同
じ
よ
う
に
と
り
扱
え
る
が
、

996　
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ご
二
八

oo
7
　
香
味
触
は
一
人
に
の
み
知
覚
さ
れ
て
、
色
形
の
よ
う
に
多
く
の
人
に
共
通
に
知
覚
さ
れ
な
い
か
ら
自
ら
別
な
考
察
が
必
要
に
な
る
し
、
ま

　
　
た
一
人
に
の
み
作
用
を
な
す
感
官
は
一
人
に
と
っ
て
顕
勢
な
ら
ば
、
そ
れ
は
他
の
人
か
ら
み
て
も
顕
勢
で
あ
る
が
、
多
く
の
人
に
共
通
に

　
　
見
ら
れ
る
色
形
は
一
人
に
と
っ
て
顕
勢
で
あ
っ
て
も
他
の
人
に
と
っ
て
は
潜
勢
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
質
疑
応
答
な
ど
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
毘
婆
娑
論
も
倶
舎
論
も
微
細
に
わ
た
っ
た
議
論
を
す
る
が
、
今
は
綱
部
に
立
ち
入
る
必
要
は
な
い
。

　
　
　
無
題
は
な
ぜ
有
部
が
こ
の
よ
う
に
煩
蛾
な
理
論
を
展
開
し
て
同
分
、
非
同
仁
の
範
疇
を
立
て
た
か
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
大
毘
婆
娑
論

　
　
で
は
、
色
形
を
見
る
眼
は
そ
れ
を
見
な
い
眼
の
同
分
で
あ
り
、
色
形
を
見
な
い
眼
が
そ
れ
を
見
る
眼
の
岡
分
で
あ
る
の
は
何
故
か
と
い
う

　
　
設
問
を
し
て
種
々
の
答
論
を
与
え
て
い
る
。
顕
勢
の
眼
と
潜
勢
の
眼
と
は
梢
互
に
同
類
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
は
何
故
か
と
い
う
意
味
で

　
　
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
無
論
の
中
で
は
こ
の
二
種
の
眼
は
…
獺
互
に
他
を
引
き
、
桐
互
に
他
を
転
じ
、
絹
互
に
他
を
相
続
し
、
ま
た
十
二
処

　
　
の
範
疇
で
は
こ
の
二
は
共
に
視
感
官
と
い
う
同
一
の
範
癖
に
属
す
る
か
ら
、
顕
勢
の
眼
と
潜
勢
の
眼
と
は
同
仁
と
い
わ
れ
る
の
だ
と
云
っ

　
　
　
（
2
9
）

　
　
て
い
る
。
三
富
に
せ
よ
外
界
の
対
象
に
せ
よ
認
識
に
せ
よ
、
刹
忙
々
々
に
生
滅
し
な
が
ら
流
続
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
時
点

　
　
で
顕
職
で
あ
っ
た
も
の
も
次
の
蒋
点
で
は
潜
勢
に
な
り
、
潜
勢
で
あ
っ
た
も
の
を
因
と
し
て
次
の
瞬
間
に
顕
勢
の
も
の
と
な
る
。
だ
か
ら

　
　
こ
の
二
つ
は
圃
類
の
も
の
と
し
て
、
実
在
の
二
つ
の
様
態
を
あ
ら
わ
す
の
だ
と
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
の
は
時
間
の
流
れ
の
中
に
お

　
　
い
て
あ
る
時
に
は
現
象
せ
ず
あ
る
時
に
は
現
象
す
る
が
、
そ
れ
は
顕
勢
と
潜
勢
と
の
二
つ
の
存
在
の
様
態
の
差
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

　
　
真
実
に
は
も
の
は
過
現
未
の
三
時
に
わ
た
っ
て
実
在
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
人
間
の
現
在
の
知
覚
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

　
　
法
体
は
恒
有
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
空
間
乃
至
主
体
の
糊
違
に
つ
い
て
も
云
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
今
こ
こ
に
私
に
よ
っ
て
見

　
　
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
、
他
の
場
藤
で
他
の
人
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
し
、
す
べ
て
の
人
が
見
て
い
な
く
て
も
永
久
に
潜
勢
的

　
　
に
存
在
す
る
も
の
も
あ
る
。
だ
か
ら
世
界
を
自
己
の
現
在
の
知
覚
と
岡
じ
範
囲
に
限
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
有
部
独
特
の
興
味
深
い
理
論
が
注
意
さ
れ
る
。
十
八
界
の
う
ち
六
種
の
感
官
・
六
種
の
認
識
及
び
色
声
香
味
触

　
　
の
十
七
界
は
上
述
の
如
く
顕
勢
と
潜
勢
と
に
分
れ
る
が
、
法
界
即
ち
意
識
の
海
田
で
あ
る
非
物
質
的
対
象
は
す
べ
て
顕
勢
的
で
あ
っ
て
潜
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勢
的
な
も
の
は
存
し
な
い
と
い
う
。
非
物
質
的
薄
象
に
つ
い
て
は
い
つ
で
も
そ
れ
を
対
象
と
し
た
認
識
は
生
じ
う
る
し
、
観
念
的
な
対
象

が
隠
二
徹
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
大
毘
婆
娑
論
で
は
法
界
は
過
去
・
現
在
・
未
来
に
お
い
て
無
量
の
意
識
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
か

ら
す
べ
て
顕
勢
で
あ
る
と
い
い
、
さ
ら
に
意
識
の
生
起
す
る
一
刹
那
に
は
そ
の
意
識
の
複
合
体
自
体
を
除
い
て
そ
の
他
の
一
切
の
対
象
を

認
識
す
る
、
と
い
う
。
認
識
の
主
観
自
体
は
自
覚
さ
れ
な
い
が
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
も
の
は
意
識
の
対
象
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
に
除
か
れ
た
認
識
主
観
と
、
そ
れ
と
共
同
し
て
主
観
の
側
に
起
っ
て
い
る
心
作
用
や
「
四
相
」
・
「
得
」
な
ど
も
法
に
は
違
い

な
い
か
ら
、
こ
れ
は
ど
う
な
る
の
か
。
倶
舎
論
で
は
「
す
べ
て
は
無
我
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
お
い
て
は
主
観
の
側
を
除
い
て
す
べ
て

が
対
象
と
な
り
、
こ
の
除
外
さ
れ
た
も
の
は
第
二
の
刹
那
に
お
け
る
意
識
の
対
象
と
な
る
、
だ
か
ら
二
刹
那
を
合
わ
せ
れ
ば
す
べ
て
の
も

の
は
対
象
と
な
る
と
説
醜
し
て
い
る
。
仏
教
の
術
語
と
し
て
法
は
広
狭
二
義
を
も
つ
。
広
義
の
法
は
物
質
的
及
び
観
念
的
な
す
べ
て
の
も

の
を
意
味
す
る
。
五
位
七
十
五
法
と
い
う
よ
う
な
時
は
そ
の
意
味
で
あ
る
。
狭
義
で
は
意
の
対
象
と
な
る
法
界
に
含
ま
れ
る
諸
法
で
非
物

質
的
対
象
で
あ
る
。
い
ま
法
界
は
す
べ
て
顕
勢
的
で
あ
る
と
い
う
時
は
も
と
よ
り
狭
義
の
法
の
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
物
質
的
な

も
の
で
も
意
識
の
思
惟
の
対
象
と
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
法
界
以
外
の
十
七
界
も
す
べ
て
常
に
顕
勢
的
で
あ
る
と
ど
う
し
て

云
え
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
当
然
出
て
く
る
。
大
柳
婆
娑
論
で
は
こ
れ
に
答
え
て
、
法
界
以
外
の
十
七
界
の
場
合
は
感
官
及
び
そ
れ
に
対

応
す
る
対
象
と
し
て
の
作
用
の
有
無
と
い
う
観
点
か
ら
顕
勢
・
潜
勢
を
分
類
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
分
類
の
基
準
が
異
っ
て
い
る
の
だ
と
い

う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
五
感
窟
、
五
号
象
、
五
感
覚
の
場
合
は
感
性
的
認
識
の
場
に
お
け
る
夫
々
の
作
用
を
基
準
と
し

て
顕
勢
・
潜
勢
を
分
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
非
物
質
的
な
対
象
で
あ
る
法
界
は
悟
性
的
認
識
の
対
象
と
し
て
の
作
用
の
有
無
と
い
う
視
点

か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
意
感
言
及
び
意
識
は
も
ち
ろ
ん
法
界
の
認
識
に
参
与
す
る
の
を
主
た
る
作
用
と
す
る
が
、
同
時
に

五
官
か
ら
生
じ
た
知
覚
自
体
を
も
、
　
一
刹
那
後
に
、
思
惟
の
対
象
と
す
る
か
ら
五
官
と
同
じ
基
準
で
顕
要
・
潜
勢
を
分
け
る
と
い
う
の
で

（
3
0
）

あ
る
。

　
範
疇
学
的
実
在
論
の
思
惟
方
法
で
は
、
感
官
・
対
象
・
心
を
認
識
と
い
う
一
つ
の
事
実
の
諸
契
機
と
考
え
る
の
で
は
な
く
て
、
か
え
っ

　
　
　
　
存
在
と
知
識
－
仏
教
哲
学
諸
派
の
論
争
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
愚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
〇

て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
本
質
と
作
用
を
も
っ
た
感
官
・
対
象
・
心
が
自
己
の
作
用
を
果
す
こ
と
に
よ
っ
て
共
饗
し
て
認
識
と
い
う
一
事
実

を
形
成
す
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
我
々
が
誓
書
説
を
考
察
し
た
晴
に
も
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
顕
勢
・

潜
勢
態
の
分
類
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
云
え
る
。
こ
の
二
態
を
分
け
る
基
準
は
認
識
の
種
類
で
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
感
官
・
対
象
・

心
の
そ
れ
ぞ
れ
が
自
己
特
有
の
作
用
を
果
し
て
い
る
か
い
な
い
か
で
あ
る
し
、
そ
の
作
用
は
そ
れ
ぞ
れ
異
質
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
こ
の
分
類
は
統
一
し
た
基
準
を
も
っ
て
い
な
い
。
い
わ
ば
多
視
点
的
分
類
な
の
で
あ
る
。
も
し
感
性
的
認
識
に
参
与
す
る
と
い
う

点
か
ら
十
八
界
す
べ
て
を
分
類
す
れ
ば
、
法
界
は
常
に
潜
勢
的
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
し
、
逆
に
悟
性
的
認
識
に
参
与
す
る
と
い
う
点
か
ら

す
れ
ば
、
物
質
的
対
象
も
意
識
の
対
象
た
る
点
で
常
に
顕
勢
的
と
言
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
有
部
の
分
類
で
潜
勢
の
物
質
的
対
象
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
れ
が
感
覚
の
鮒
象
と
な
っ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
っ
て
、

悟
性
の
、
即
ち
意
識
の
鮒
象
と
は
な
る
わ
け
で
あ
る
。
　
一
体
、
潜
勢
の
物
質
が
存
在
す
る
と
か
、
潜
勢
の
眼
は
顕
勢
の
眼
の
原
因
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
推
理
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
意
識
の
鮒
象
な
の
で
あ
る
。
倶
舎
論
で
も
物
質
的
認
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

（
五
境
）
は
五
感
覚
及
び
意
識
の
両
老
の
対
象
と
な
る
と
い
っ
て
い
る
。
意
識
は
過
。
現
・
未
及
び
超
時
間
的
な
一
切
の
物
質
的
、
非
物

質
的
対
象
を
思
惟
し
う
る
。
こ
こ
で
我
々
が
不
思
議
に
思
う
の
は
、
有
部
が
、
意
識
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
非
物
質
的
鮒

象
で
あ
る
と
は
云
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
意
識
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
て
い
る
色
形
は
潜
勢
の
色
形
、
即
ち
物
質
と
し
て
の
本
体
は
失
っ
て

い
な
い
で
、
た
だ
知
覚
は
さ
れ
て
い
な
い
物
質
な
の
で
あ
っ
て
、
意
識
の
内
容
と
し
て
観
念
に
化
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
有

部
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
法
界
と
い
わ
れ
る
も
の
は
本
来
非
物
質
的
な
紺
象
で
あ
る
し
、
そ
れ
が
物
質
的
に
な
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
物

質
的
対
象
は
そ
れ
が
我
々
に
よ
っ
て
単
に
思
惟
せ
ら
れ
て
い
る
だ
け
の
時
に
さ
え
l
l
我
々
の
立
場
か
ら
云
え
ば
、
観
念
と
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
階
に
さ
え
、
物
質
と
し
て
の
本
質
を
失
っ
て
い
な
い
と
有
部
は
い
う
。
そ
の
意
味
で
彼
ら
は
、
意
識
が
三
時
の
物
質
を
親
象
と

す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
昨
日
私
が
見
て
、
現
在
は
見
て
い
な
い
轡
形
も
そ
れ
が
今
私
に
よ
っ
て
思
惟
せ
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
潜
勢
的
に

で
は
あ
る
が
、
物
質
と
し
て
、
存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
法
の
本
体
（
の
く
鎚
び
げ
似
く
勲
）
は
独
立
し
た
自
己
同
一
的
存
在
（
ω
＜
○
げ
冨
舜
剃
）
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で
あ
っ
て
、
自
己
の
本
質
を
失
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
し
、
三
盆
を
通
じ
て
実
在
す
る
わ
け
で
あ
る
。
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
の
は

か
か
る
本
体
の
位
（
瞬
く
霧
昏
餅
）
の
銘
肝
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
自
己
の
作
用
を
行
な
っ
て
い
わ
ば
顕
勢
的
と
な
っ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

を
現
在
と
呼
び
、
作
用
の
滅
し
た
位
を
過
玄
、
未
だ
起
ら
ざ
る
位
を
乗
来
と
呼
ぶ
に
す
ぎ
な
い
、
と
膚
部
は
云
う
。

　
さ
て
有
部
が
説
一
切
有
宗
と
呼
称
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
学
派
が
、
過
・
現
・
末
の
三
時
の
も
の
は
み
な
必
ず
実
有
で
あ
る
、
と
説
く
か

　
　
（
3
3
）

ら
で
あ
る
。
こ
の
最
も
特
色
あ
る
教
義
は
上
述
の
有
部
の
思
惟
方
法
を
前
提
に
し
な
い
と
理
解
で
き
な
い
。
倶
舎
論
で
は
三
時
の
も
の
が

実
在
す
る
こ
と
を
、
経
典
の
証
書
と
、
認
識
は
必
ず
対
象
を
も
っ
て
い
る
こ
と
及
び
過
去
の
行
為
は
現
在
ま
た
は
未
来
に
お
い
て
結
果
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

も
た
ら
す
こ
と
を
理
由
と
し
て
証
窮
し
て
い
る
。
経
典
の
証
言
と
い
う
の
は
、
ブ
ッ
ダ
が
、
有
識
の
仏
弟
子
が
過
去
の
物
質
を
厭
号
す
る

こ
と
を
修
行
し
、
未
来
の
物
質
を
求
め
貧
る
こ
と
を
断
ず
る
の
は
、
過
去
・
未
来
の
物
質
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
を
教
え
た
こ

と
、
ま
た
、
認
識
は
感
官
と
対
象
の
二
縁
が
具
つ
た
時
に
生
じ
る
と
教
え
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
後
者
は
我
々
が
過
去
、
未
来
の
も
の
に

つ
い
て
認
識
を
起
す
の
は
そ
れ
ら
の
も
の
が
実
在
す
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
有
部
に
反
対
す
る
諸
学
派
も
そ
れ
ぞ
れ

経
典
の
証
言
を
引
用
し
て
根
拠
と
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
証
言
に
つ
い
て
こ
こ
に
論
ず
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
、
先
の
第
二
の
証

言
を
て
が
か
り
に
、
有
部
は
三
世
実
有
の
論
理
的
証
明
を
行
な
う
の
で
、
そ
れ
は
～
考
を
要
す
る
。

　
さ
て
倶
舎
論
で
は
こ
の
証
明
の
要
魚
は
、
　
「
若
去
来
世
銀
体
実
無
、
是
則
応
有
無
所
縁
識
、
所
縁
無
故
識
響
応
無
」
と
な
っ
て
い
る
。

も
し
過
去
お
よ
び
未
来
の
対
象
の
本
体
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
過
去
・
未
来
の
も
の
を
思
惟
す
る
意
識
は
対
象
を
も
っ
て
い
な
い
も
の

と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
も
対
象
の
な
い
認
識
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
も
し
も
の
が
過
去
・
未
来
に
存
在
し
な
い
な
ら
過
未
の
も
の
を
意

識
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ヤ
シ
ョ
ミ
ト
ラ
は
そ
の
「
倶
舎
註
釈
」
の
中
で
、
こ
の
議
論
を
推
論
式

に
溝
成
し
て
い
る
。
「
視
感
覚
の
如
く
〔
認
識
は
必
ず
実
在
す
る
対
象
を
も
っ
て
い
る
〕
。
意
識
は
そ
の
本
性
が
認
識
で
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

故
に
意
識
は
必
ず
実
在
す
る
紺
象
を
も
つ
も
の
で
あ
る
」
。

　
経
量
部
・
唯
識
派
・
そ
し
て
現
代
の
我
々
の
多
く
の
も
の
に
と
っ
て
、
過
去
に
見
た
書
物
を
今
意
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
記
憶
の

　
　
　
　
存
在
と
知
識
i
仏
教
哲
学
藷
派
の
論
争
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
一
二



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
瓢

04
7
　
問
題
で
あ
っ
て
、
記
濾
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
対
象
た
る
過
去
の
書
物
が
今
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
に
は
な
ら
な
い
。
ヤ
シ

　
　
ョ
ミ
ト
ラ
の
推
論
式
の
大
前
提
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
知
覚
は
必
ず
実
在
す
る
対
象
を
持
つ
、
と
い
っ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
を
根
拠
に
し

　
　
て
、
記
憶
や
推
理
の
対
象
も
現
に
実
在
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
推
理
は
我
々
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
誤
り
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
、
こ
の
推
理
の
誤
り
を
指
適
す
る
こ
と
と
、
有
部
の
立
場
を
理
解
す
る
こ
と
と
は
別
問
題
で
あ
る
。
有
部
は
、
我
々
の
認
識
の
中

　
　
に
あ
る
蓑
象
を
観
念
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
知
識
自
体
は
い
か
な
る
形
相
を
も
持
た
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
知
識
が
形
相
を
捉
え
て
い

　
　
れ
ば
、
そ
の
形
相
を
も
っ
て
い
る
紺
象
が
、
知
識
と
は
別
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
過
去
の
対
象
が
認
識
さ
れ
て
お
れ
ば
、
そ
れ

　
　
は
過
去
の
対
象
が
現
に
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
感
覚
と
い
う
も
の
は
現
在
の
対
象
に
の
み

　
　
か
か
わ
り
、
ま
た
感
官
を
媒
介
に
し
て
の
み
起
る
。
だ
か
ら
書
物
が
視
覚
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て
い
る
時
に
は
そ
の
色
形
が
見
え
る
。
そ
れ

　
　
が
感
覚
の
ホ
性
で
あ
る
。
し
か
し
意
識
は
知
覚
と
は
異
っ
た
仕
方
で
対
象
を
認
識
し
、
時
間
的
・
空
間
的
に
欄
約
さ
れ
な
い
。
し
か
も
い

　
　
ず
れ
に
し
て
も
知
識
の
外
に
あ
る
学
童
を
把
握
す
る
こ
と
が
認
識
な
の
で
あ
り
、
認
識
で
あ
る
点
で
は
感
覚
も
意
識
も
等
し
い
。
だ
か
ら

　
　
認
識
が
あ
る
以
上
そ
の
簿
象
が
実
在
す
る
は
ず
だ
、
と
有
部
は
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
有
部
が
三
世
実
有
を
主
張
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

　
　
彼
ら
が
無
形
相
知
識
論
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
別
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
が
存
在
を
定
義
し
て
、
境
に
し
て
覚
を
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
　
ず
る
も
の
が
真
の
有
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
を
述
べ
て
い
る
の
も
、
知
識
の
対
象
と
な
る
も
の
は
知
識
と
は
別
個
に
存
在
し
て
い
る
と
い

　
　
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
の
立
場
を
守
ら
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
の
裏
象
は
現
在
の
知
識
の
内
容
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
有
形
相
知
識
論
が
成

　
　
撮
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
す
れ
ば
、
流
量
部
の
い
う
よ
う
に
、
現
在
の
認
識
の
対
象
の
み
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
更
に
、
知
識
の

　
　
外
に
あ
る
も
の
は
知
覚
さ
れ
な
い
の
だ
と
い
う
帰
結
が
必
然
的
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
三
世
実
有
に
対
す
る
有
部
の
第
二
の
論
理
的
証
明
は
過
去
の
行
為
に
は
現
在
お
よ
び
未
来
の
結
渠
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
善
悪
の
行
為
の
印
象
が
心
識
と
と
も
に
流
温
し
て
現
在
・
未
来
に
至
り
、
機
の
熱
す
る
時
に
結
果
を
生
ず
る
こ
と
は
仏
教
諸
学
派

　
　
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
の
主
張
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
漢
文
に
は
テ
ン
ス
が
明
白
に
あ
ら
わ
れ
な
い
が
、
ヤ
シ
ョ
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ミ
ト
ラ
の
註
釈
は
「
過
ぎ
去
っ
た
善
悪
の
行
為
は
そ
の
本
質
が
現
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
熟
す
る
時
に
そ
の
結
果
が
生
じ
て
く
る
も

の
で
あ
る
か
ら
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
第
一
の
経
典
の
証
書
の
中
の
過
去
色
黒
有
と
い
う
表
現
に
当
る
原
文
は
「
過
ぎ
去
っ
た
物
質
は

　
　
　
（
3
8
）

存
在
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
過
去
の
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
過
去
の
も
の
の
本
質
は
現
在
に
も
あ
る
、
と
云
っ
て
、

法
体
が
三
時
を
通
じ
て
同
一
性
を
保
つ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
証
明
に
つ
い
て
も
論
ず
べ
き
こ
と
は
多
い
が
、
基
本
的
に

は
先
に
述
べ
た
有
部
の
立
場
と
同
じ
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
次
章
で
経
量
部
の
根
本
的
立
場
を
論
ず
る
際
に
、
ま
た
有

部
の
主
張
に
言
及
す
る
こ
と
も
多
い
の
で
、
い
ま
は
一
旦
筆
を
欄
く
こ
と
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）

　
　
　
註

略
号

　
↓
じ
ご
7
甕
竃
。
帯
似
ぎ
鑓
σ
q
餌
箕
ρ
6
貰
押
節
一
浄
鋳
釧
Φ
匙
。
置
き
α
q
器
≦
餌
筥
一
目
団
2
σ
q
霞
“
鷺
岩
。
器
⇒

8
μ
（
8
ゆ
7
8
こ
婬
ド
緊
慧
蜜
鋤
ヨ
弁
》
轟
H
簿
8
身
。
臨
8
8
じ
d
民
儀
ゴ
幹
℃
ぼ
｝
o
ω
8
ξ
志
口
詩
自
。
欝
け
＆
窪
§
。
。
或
沖
8
0
｛
ひ
。
↓
母
ざ
ぴ
匿
脇

　
　
鼠
鎮
。
首
巴
窮
類
α
q
毛
鐙
’
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
第
十
（
昭
和
四
十
一
年
三
月
）
。

　
6
菊
0
1
1
0
君
鷲
舞
塁
り
8
鍵
ぎ
憲
げ
簿
肋
遷
（
財
鷲
隔
鼻
譲
び
ぎ
静
Φ
o
鶉
ぎ
課
。
鋤
6
轡
×
＜
ζ

　
ω
O
ω
“
ω
鍔
弓
窄
駕
鑑
匿
く
♪
ω
鋤
H
奉
号
駄
露
霧
⇔
鯵
α
q
同
魯
2
①
瓢
．
囚
．
＜
．
》
び
ゲ
饗
ロ
冨
野

　
8
ω
u
い
9
晋
鼻
骨
ρ
穂
無
け
く
霧
⇔
導
讐
聾
鉾
○
■
ρ
O
o
脅
鼠
●

　
日
Q
っ
9
嵯
く
陣
薯
9
1
ζ
難
鍬
摸
詑
↓
震
ζ
ω
8
9
、
爲
り
『
ρ
月
¢
8
r
出
口
霞
ゆ
¢
幽
冥
計
け
6
巽
β
℃
賃
け
H
（
Q
り
○
即
囲
×
）
．

　
ω
＜
u
函
¢
ヨ
三
白
⇔
ぴ
げ
舞
霞
ζ
矧
ヨ
蝉
滞
。
。
縁
｝
o
開
溝
く
餌
舞
艶
窮
≦
騨
財
○
り
¢
＄
嵩
δ
ヨ
臥
峯
、
ω
猟
縁
弾
似
Φ
皇
霊
．
ω
餌
B
ぴ
線
ぞ
勢
○
㍗
鋤
。
。
霞
同
　
6
臨
く
鋤
昌
伽
藍
葺
ω
ぎ
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
■
　
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
ω
Φ
凱
Φ
臨
。
　
窯
9
×
O
・

　
　
　
　
サ

　
℃
＜
ロ
巨
○
冨
増
ヨ
葬
鐸
お
勺
鑓
ヨ
似
彊
鍵
卿
巴
誇
婁
鋤
．

　
綬
鉱
。
ヨ
尋
簿
ほ
》
げ
ぼ
焦
罫
冠
諺
鉛
犀
◎
塗
く
滋
げ
『
滋
㍗
亀
．
q
♂
＜
o
騎
陣
匿
養
・

　
倶
會
論
は
佐
伯
旭
雅
編
輯
「
冠
導
丁
寧
達
磨
倶
舎
論
」
に
よ
り
、
そ
の
他
の
漢
訳
仏
典
は
大
正
蔵
経
に
よ
る
。
サ
ン
ス
ク
り
ッ
ト
豊
科
の
多
く
の
も

　
の
は
前
掲
タ
ル
カ
バ
…
シ
ャ
ー
英
訳
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
註
で
は
原
典
の
引
用
、
テ
キ
ス
ト
自
体
の
問
題
等
に
立
入
ら
ず
、
英
訳
及
そ
の

　
註
の
相
当
箇
所
を
指
示
す
る
に
と
ど
め
た
。

　
　
　
存
筏
と
知
識
一
仏
教
哲
学
諸
派
の
論
争
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
三
三
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哲
学
研
究
　
第
五
喜
号
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
四

（
1
）
　
↓
鵠
『
①
。
。
”
建
塗
鼠
跨
↓
厩
●
⑳
。
。
o
　
鐸
も
。
c
。
O
い
Q
。
G
。
歴

（
2
）
穆
殉
σ
＆
ム
メ
9
。
8
ゆ
｝
二
呪
．
も
’
忘
。
◎
◆

（
3
）
G
。
U
ω
参
ω
①
。
。
ゐ
鳶
9
．
6
じ
d
げ
嘗
‘
鐸
置
。
。
’

（
4
）
　
目
ω
く
・
H
ゆ
り
り
ゑ
．
≦
三
回
目
O
ヨ
．
な
お
無
形
根
知
識
論
、
有
形
根
知
識
論
の
文
献
的
研
究
に
つ
い
て
は
拙
稿
O
o
雛
跨
。
〈
震
銘
げ
露
薯
Φ
①
質
鴎
。

　
路
鐡
蜀
・
§
儀
巳
轟
冨
鑓
・
〈
似
象
霧
o
h
昏
。
磯
。
α
q
離
乳
疑
ω
9
ρ
○
鋤
1
ω
o
津
Φ
ヨ
象
Φ
凱
巴
。
。
（
印
度
学
仏
教
学
研
究
第
十
四
巻
第
一
母
℃
賢
b
。
O
l
。
。
刈
）
を
参

　
照
さ
れ
た
い
。

（
5
）
　
ニ
ヤ
ー
ヤ
・
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
に
お
け
る
知
覚
偏
璽
の
傾
向
、
さ
ら
に
、
実
在
論
哲
学
の
認
識
論
の
諸
特
徴
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
イ

　
ン
ド
論
理
学
の
基
本
的
性
格
」
　
（
哲
学
研
究
第
四
六
八
・
圏
六
九
号
、
昭
和
三
十
五
年
）
に
詳
し
く
論
じ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
重
複
を
さ
け
て
詳
論

　
に
入
ら
な
い
。
有
部
の
知
覚
説
特
に
眼
識
に
つ
い
て
は
第
一
章
第
三
節
で
再
論
す
る
。

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

　
の
鶴
果
を
否
定
す
る
。

（
1
4
）

　
照
さ
れ
た
い

（
1
5
）

　
非
見
」
。

（
1
6
）

　
如
一
足
馬
名
為
無
足
」
。

冠
導
太
・
倶
舎
露
繭
巻
二
六
、
　
十
三
丁
表
門
俗
…
智
除
臼
冒
印
、
　
総
縁
一
切
u
法
、
　
為
非
我
行
騰
L
。

大
正
二
十
七
巻
、
翅
二
頁
下
。

大
正
二
十
七
巻
、
照
三
頁
上
中
参
照
。

鍛
え
ば
6
じ
σ
げ
ド
①
旧
↓
目
．
⑳
9
b
。
参
照
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
経
量
部
の
。
・
≦
鑓
旧
く
＆
⇔
口
説
を
論
ず
る
後
章
に
お
い
て
再
び
詳
論
す
る
。

8
ご
σ
び
禽
α
一
G
Q
い
6
慣
伽
鱒
．
①
■

6
ω
o
℃
卜
⇒
o
。
H
》
①
1
囲
⑩
…
O
め
↓
じ
σ
び
け
罫
肇
b
。
歴
な
お
経
蚤
部
の
認
識
論
、
と
く
に
、
そ
の
相
似
性
の
理
論
の
含
む
諸
闘
題
は
次
章
で
再
論
す
る
。

冠
導
本
倶
會
論
巻
二
、
十
四
一
十
五
丁
。

間
右
十
六
丁
裏
。
膚
部
は
眼
。
色
・
眼
識
の
薫
は
岡
時
に
存
在
し
て
因
と
な
り
果
と
な
る
、
即
ち
倶
有
因
で
あ
る
と
い
う
が
、
経
蟹
部
は
岡
時

　
　
　
　
　
　
　
こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
順
正
理
論
巻
十
五
、
大
正
、
轡
二
十
九
、
四
一
～
○
頁
下
、
第
二
十
一
行
以
下
参
照
。

経
篁
部
・
論
理
学
派
の
こ
の
考
方
に
つ
い
て
は
後
輩
で
再
説
す
る
が
、
た
と
え
ば
日
じ
σ
げ
ト
⊃
も
。
堕
戯
1
①
い
N
G
。
”
H
α
1
霜
崩
同
磐
伽
。
◎
”
吻
c
O
・
G
。
を
参

　
　
　
O

雄
篇
本
倶
會
朝
巻
二
、
郷
土
丁
裏
「
…
…
以
五
識
愚
生
慧
、
不
能
決
度
故
。
審
慮
為
先
決
生
名
見
。
五
識
倶
慧
無
如
是
能
、
以
無
分
別
、
是
故

　
こ
こ
で
見
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
我
見
そ
の
他
の
見
解
で
あ
っ
て
、
観
照
の
意
昧
で
は
な
い
。

岡
右
巻
二
、
五
丁
裏
「
伝
説
分
携
略
窟
三
種
、
一
自
性
分
別
、
二
計
測
分
轄
、
三
随
念
分
購
。
由
五
識
身
難
有
自
性
爺
無
余
二
、
三
無
分
溺
。
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（
1
7
）
　
順
正
理
論
、
大
正
巻
二
九
、
三
五
〇
、
中
「
五
識
錐
与
慧
念
想
応
、
択
記
用
微
…
…
」
。

（
1
8
）
　
謎
1
4
参
照
。

（
1
9
）
　
冠
導
本
倶
舎
論
巻
二
、
四
丁
裏
一
五
丁
表
。

（
2
0
）
　
℃
＜
P
℃
Φ
押
ぎ
α
q
①
（
嗣
¢
ト
こ
①
G
。
》
ぴ
鳥
7
梵
文
は
多
く
の
論
書
に
引
用
さ
れ
。
・
帥
び
。
や
鋤
㌶
ヨ
三
≦
眩
鴇
鋤
讐
餌
島
餌
び
7
Φ
（
剛
○
践
｝
鉾
黛
嬉
ぴ
幽
団
○
灯
と
な
っ
て
い
る
。

　
薩
訳
は
「
青
と
そ
の
知
識
と
は
同
時
に
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
区
別
さ
れ
な
い
」
。
　
こ
の
有
名
な
理
論
に
つ
い
て
は
本
論
出
航
三
章
で
詳
説

　
す
る
。

（
2
1
）
　
ω
＜
℃
峯
¢
葬
弊
く
ワ
H
お
い
（
）
｛
．
↓
じ
ご
7
這
v
？
ご
8
7
伽
く
月
鼠
ま
昌
．
ぎ
．

（
2
2
）
　
O
h
●
①
．
σ
q
●
6
b
d
び
⇔
u
ま
鎗
∴
↓
困
沖
伽
α

（
2
3
）
　
冠
導
本
摂
會
論
巻
一
、
十
二
了
表
「
各
各
了
甥
彼
彼
境
界
、
総
欝
欝
相
故
名
識
纏
」
。
ま
た
い
●
α
①
蜀
く
鋤
豪
⑦
℃
o
器
ω
ぎ
》
》
匿
”
歴
G
。
O
”
鵠
・
も
。
い

　
6
じ
u
7
ド
伊
ド
Q
。
1
お
い
6
吋
．
⑳
9
ト
こ
三
岳
嵩
’
G
。
c
。
等
参
照
。

（
2
4
）
　
阿
毘
達
磨
順
正
理
論
巻
七
（
大
正
二
十
九
巻
蕊
六
七
頁
下
）
。

（
2
5
）
　
隅
右
巻
穴
　
（
大
蕉
二
山
－
九
巻
一
二
六
五
頁
上
三
…
五
行
）
。

（
6
2
）
　
ω
U
ω
心
G
。
“
G
。
悼
。
。
ゐ
も
。
H
取
意
。

（
2
7
）
　
真
意
舐
倶
含
論
賛
二
、
十
三
丁
表
「
云
何
同
分
彼
岡
分
義
。
難
境
識
三
更
相
交
渉
故
買
為
分
。
或
士
分
者
是
己
作
用
。
或
復
激
越
所
生
触
岡
有

　
此
分
、
芸
名
岡
分
。
与
此
世
違
名
膨
雀
分
。
由
非
同
分
与
彼
同
分
種
類
分
同
名
彼
問
分
」
。
　
分
（
ぴ
冨
σ
q
簿
）
と
は
根
境
識
三
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
飛

　
の
交
渉
が
分
で
あ
る
（
冨
簿
邑
〕
げ
a
口
跡
蔚
ぴ
冨
σ
Q
帥
σ
）
。
そ
の
よ
う
な
分
と
共
に
生
起
し
て
い
る
（
。
・
鋤
ぴ
効
げ
げ
卿
σ
q
Φ
昌
鋤
く
錠
鐙
艮
Φ
）
、
あ
る
い
は
か
か

　
る
同
種
の
分
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
三
者
は
岡
分
と
い
わ
れ
る
（
鶏
鵠
鍔
。
〈
旧
び
叡
α
q
簿
①
協
鰹
貯
一
二
Φ
。
。
接
菰
σ
Q
謬
）
と
い
う
。
更
に
そ
の

　
三
者
の
交
渉
の
結
果
で
あ
る
触
を
等
し
く
も
っ
て
い
る
も
の
（
。
巾
朔
望
湯
器
Q
欝
習
Q
訂
蔓
簿
く
簿
）
で
あ
る
か
ら
三
者
は
差
分
と
呼
ば
れ
る
と
い
う
意
味

　
で
あ
る
。
O
轡
嘱
募
。
ヨ
謬
窮
”
刈
9
G
。
禽
る
刈
》
◎

（
2
8
）
　
冠
導
本
倶
含
論
巻
二
、
十
一
丁
裏
i
十
薫
丁
表
。
大
工
婆
娑
論
、
大
正
二
十
七
巻
、
蕊
六
八
上
…
三
七
〇
下
。

（
2
9
）
　
山
く
毘
婆
娑
鮎
爾
、
　
山
く
｝
止
二
十
－
七
誉
三
穴
八
中
Q

（
3
0
）
　
岡
右
、
三
七
〇
下
、
十
行
一
十
九
行
。

（
3
1
）
　
冠
導
管
倶
企
口
論
巻
二
、
　
　
十
二
左
一
二
十
三
淡
「
五
外
二
所
識
…
…
論
碍
、
十
八
界
中
、
色
上
五
界
、
如
其
次
第
、
眼
等
五
識
各
一
所
識
、
又

　
総
是
皆
意
識
所
識
」
。

　
　
　
存
在
と
知
識
一
仏
教
哲
学
諸
派
の
論
争
…
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
五
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哲
学
研
究
　
第
五
百
号

二
黛
六

（
3
2
）
　
冠
議
事
論
説
論
巻
二
十
、
三
丁
裏
以
下
。
位
に
よ
っ
て
三
世
を
分
つ
の
は
ヴ
ァ
ス
ミ
ト
ラ
の
所
説
で
あ
る
。
い
ま
詳
論
を
省
く
。

（
3
3
）
　
冠
導
本
倶
會
論
巻
二
十
、
三
丁
表
参
照
。

（
3
4
）
　
以
下
の
所
論
に
つ
い
て
は
、
冠
導
本
倶
會
論
巻
二
十
、
二
丁
表
裏
参
照
。

（
3
5
）
　
磯
詠
○
欝
離
鑓
“
合
ρ
嵐
∴
曾
ω
匿
び
き
⇔
白
鼠
霞
♪
ω
民
似
｝
僻
寿
げ
鋤
瓢
出
自
。
登
窯
p
。
ゆ
。
＜
ご
識
ぎ
鋤
謹
》
二
鵠
湯
げ
傷
臣
も
。
奉
び
プ
鋤
く
舞
く
摯
℃
畠
死
目
鼠
遂
側
鐸
鐵
毒
α

　
惹
・
便
宜
の
た
め
に
、
喩
・
鶴
・
宗
の
順
序
で
和
訳
し
て
あ
る
。
な
お
、
　
こ
の
証
明
に
銘
す
る
唄
會
論
本
文
が
、
識
と
い
っ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、

　
意
識
の
こ
と
で
あ
る
。
五
識
は
現
筏
を
の
み
対
象
と
し
、
三
世
を
対
象
と
す
る
の
は
意
識
の
み
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
冠
草
本
二
二
、
二
十
丁
、
第

　
三
行
、
同
本
巻
瓢
十
、
一
一
丁
裏
第
三
行
の
旭
雅
註
、
ヤ
シ
ョ
ミ
ト
ラ
梵
本
蕊
O
》
困
ω
等
も
そ
れ
を
明
認
す
る
。

（
6
3
）
　
㎜
順
｝
止
酬
埋
鮎
繭
巻
五
十
。
　
ゐ
A
正
巻
一
　
十
九
、
　
六
二
一
、
　
下
、
第
工
L
T
一
行
掃
「
為
境
生
覚
詞
書
バ
有
相
」
。

（
3
7
）
　
主
張
。
ヨ
ぽ
♪
ま
り
》
H
G
。
∴
多
く
置
饗
強
弓
歪
ω
〈
鉱
鋳
質
葛
多
い
面
魯
ミ
ミ
島
台
ミ
p
。
蜂
Q
旨
か
犠
、
ミ
3
§
胸
飾
獄
諭
ミ
三
毛
餌
饗
欝
ぎ
餌
も
｝
乾
簿
品
戸

（
3
8
）
　
鴫
p
。
8
ヨ
坤
貯
欝
＆
G
O
M
も
。
G
。
”
ゑ
妹
鴇
ミ
噛
ミ
斗
鳩
愚
魯
ミ
“
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学
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学
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授
）



Maclver．　For　this　purpose，　the　following　three　problems　are　examined．

　　1．　The　fundamental　bases　of　majority　rule．　According　to　G．　Simmel，　the

　　　　fundamental　bases　of　the　majority　；ule　are　founded　not　only　in　the

　　　　power　relation　between　majority　and　mlnority，　but　also　in　the　essential

　　　　relation　between　society　and　individual．　E｛owever，　these　two　bases　are

　　　　not　the　valid　ground　for　the　majority　rule　in　the　last　analysis．

　　2．　The　social　conditions　of　majority　rule．　One　of　social　conditions　is　the

　　　　matter　of　social　limits　which　H．　Kelsen　suggested，　in　terms　of　his

　　　　cultural　community　theory．　And　the　other　main　condition　is　the　matter

　　　　of　decision　making　subj’ect．

　　3．　Basic　types　of　majority　rule．　Corresponding　te　the　social　conditions，

　　　　majority　rule　can　be　classified　into　the　following　four　large　types　in

　　　　theory；（1）an　extemal　rough皿alority，（2）arelative　majority，

　　　　absolute　majority　in　the　relative　sense　or　average　plura／ity，　and

　　　　absolute　majority　in　the　absolute　sense　or　rlgid　plurality．

　　In　short，　two　frames　of　reference　are　taken　out　from　above　2

problems．　Diagrammatizing　them，　as　follows；

　　　　Social　limits・・・・・・…　heterogeneous．e一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一＞homogeneous

I
（

　　　　Basic　types・・・・・・・・・・・・・…　＋・・・…　i…　｛4）一（3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）一（1）

　　　　Dicision　making　subject・・・…＋・・trifiing一一一一“ltimportant
I
I
　
（　　　　Basic　types・・…t・・・・・・・・・…＋・・・・・・・・…（1＞一（2）一（3）一（4）

　　　　　　Buddhist　？hilosophical　Sckools　oR　the　Problem　of

　　　　　　　Existettee　and　Knowledge－Chapter　i：　Sarvastivada

（3）　an

（のan

and　3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B］　Yuichi　Kajiyama

　　The　author　tries　to　explain　different　philosophical　attitudes　of　the　four

Bttddhist　schools　from　the　standpoint　of　｛pistemology．　lndian　historians

c｝assify　epistemology　into　two　radically　opposlng　theories，　though　not　without

subdivisions：　nirczfea－ray’nanava－daJthe　theory　that　knowledge　cognizes　only

the　form　of　an　extemal　object，　・and　sdikdiraJ’ndinawa－da－the　theory　that　know－

ledge　cognizes　only　its　own　representation．　The　Sarvastivadin　as　a　realist

insisted　on　the　former　view．　Starting　from　this　basic　distinction，　the　author

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11



elucid’≠狽?ｓ　the　way　of　thinking　of　the　Sarvastivada；　main　top’ 奄р刀@discussed　iry

the　present　article　are　as　follows：　’　’　’　’
　　1）　The　theory　of　¢ategory　is・common　to　the　Sarvastivadin，　Vaigesika．

and　Naiyayika．

　　2）　This　theory　ef　eategory　is　always　combined　with　a　particular　1rind　of

realisrn；　and　it　is　made　possible　by　the　belief　that　each　of　rational　human

ideas　and　words－whicb　ate　systematically　subsumed　under　the　categdries－

necessarily　has　its　own　object　which　is　an　external　reality．

　　3）　This　kind　of　realism　results　from　their　theory　that　a　cognitioA　cannot

c・g瑠eitself（the　negati・n・f　sv⑳a伽edana，・r　the　self・c・gn玉ti・n・f　kn・w－

ledge）　and　that，　therefore，　if　we　cognize　a’　form，　the　latter　must　exist　as　a

separate　reality　outside　the　cognition．　Knowledge　has　no　form　of　its　own，

i．　e．　it　has　no　function　of　representation，　and　always　grasps　the　form　of　an

Qblect　which　is　extema1之。　it．　This　theory，厩プδ舷プ如苑伽α諏4α，　forms　the

basic　principle　of　lndian　realism　represented　by　the　Sarvastivtidin，　Vaigesil〈a

as　well　as　Naiyayil〈a．

　　4）　The　SarvastivEdin　insisted　that　the　subject　of　visual　perception　is　n6t

knowiedge，　but　the　visual　organ．　This．　view　’is　pr6ved　te　be　a　necessary

corollary　o｛　their　negation　of　the　self－60g’niti6ri　bf’1〈ri6wledge　and　their

theory　of　categ6ry　as　a　kind　of　realism．’

　　5）　The　Sarvastivadiゴs　ideas　of　sabhdga　and　tatsabhdiga　and£heir　theory

that　the　essence　of　every．　thing　is　existent　throughout　past，　present，　’and

future　times　can　be　exp｝ained　from出e三r　theorアof　niプ説4プ町●勉ノza．　They

maintain　that　one　cannot　cognize一一i．　e．　remember　or　imagine－a　past　or　future

object，　unless　the　object　is　in　essence　existent　at　present．　This　view　is

derived　from”the　theory　that　every　ob．iect　of　knowledge　must　be　existent

outside　knowledge，　and　this　is　the　same　as　nirdka－ray’iianavdida．

　　　　　　　　　　　　Betraehtungen　tiber　einige　Fragen　betreffs

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　der　Bekehrung　des　Paulus

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Kazuo　Muto

　　Das　Problem，　wle　es　uberhaupt　mit　der　Bekehrung　des　Paulus　beschaffeni

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l2


