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経
量
部
の
教
義
を
体
系
的
に
記
述
し
て
い
る
独
立
し
た
論
書
は
我
々
に
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
説
一
切
有
部
や
唯
識
派
の
諸
論
書
の
中

　
　
に
引
用
、
批
判
さ
れ
て
い
る
経
量
部
の
学
説
、
　
『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
、
説
　
切
有
部
の
正
統
的
理
論
の
主
要
な
も
の
に
対
し
て
歯
型
部

　
　
の
立
場
か
ら
与
え
ら
れ
た
世
親
の
批
判
、
そ
の
他
の
断
片
的
な
資
料
を
通
し
て
、
そ
の
理
論
一
般
が
推
定
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
断
片
的
な
資
料
を
集
成
し
て
、
経
客
部
の
教
義
体
系
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
現
代
の
学
界
に
お
い
て
見
ら
れ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
補
遺
）

　
　
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ま
と
ま
っ
た
成
果
は
ま
だ
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
わ
が
国
に
お
け
る
研
究
に
つ
い
て
い
え
ば
、
山
口
益

　
　
『
世
尊
の
成
業
論
』
・
金
倉
円
照
『
外
教
の
交
献
に
み
え
る
経
部
説
』
・
戸
崎
宏
正
の
『
仏
教
論
理
学
説
と
演
目
豊
海
』
を
初
め
と
す
る
一

　
　
連
の
論
文
な
ど
、
す
ぐ
れ
た
業
績
が
蓄
積
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。

　
　
　
こ
こ
に
名
を
あ
げ
た
三
人
の
学
者
は
、
経
量
部
理
論
の
再
構
成
と
い
う
同
一
の
課
題
に
対
す
る
三
つ
の
異
な
っ
た
接
近
の
仕
方
を
代
表

遡
　
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
山
口
博
士
は
、
　
『
倶
舎
論
』
．
『
成
業
論
』
な
ど
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
自
身
の
著
作
と
そ
れ
に
関
連
す
る
仏
教
諸
学
派
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二

膿
の
初
期
論
書
の
申
に
蚤
さ
れ
る
・
経
量
部
理
論
の
断
片
的
記
述
を
畿
す
る
と
い
う
友
款
を
と
っ
て
い
る
・
書
博
士
は
仏
蟄
外
の

　
　
イ
ン
ド
哲
学
諸
派
の
論
書
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
経
量
悪
説
を
集
成
す
る
と
い
う
方
法
を
代
表
す
る
。
戸
崎
博
±
は
仏
教
論
理
学
と
一
般
に

　
　
よ
ば
れ
る
、
比
較
的
後
代
の
、
発
展
し
た
仏
教
の
哲
学
者
達
の
認
識
論
的
立
場
が
経
量
器
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
見
を
代
表
し
て
い
る

　
　
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
方
法
は
今
後
も
継
承
発
展
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
簡
潔
に
そ
の
方
法
論
の
園
顧
と
展

　
　
望
を
行
な
っ
て
お
く
の
が
便
宜
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
第
一
の
方
法
は
中
国
・
β
本
の
伝
統
的
な
仏
教
学
に
お
い
て
も
あ
る
程
度
の
成
果
を
挙
げ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
山
口
博
士
は
有
部
・

　
　
唯
識
派
・
中
観
派
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
及
び
チ
ベ
ッ
ト
藷
文
献
の
研
究
と
漢
訳
仏
典
の
伝
統
と
を
あ
わ
せ
た
嘱
般
的
背
景
を
も
っ
た
上
で
、

　
　
『
成
業
論
』
の
文
献
学
的
研
究
を
行
な
い
、
そ
の
成
果
を
『
徴
親
㊨
成
業
論
』
に
ま
と
め
て
い
る
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
『
成
業
論
』
の
中

　
　
で
、
経
量
都
の
立
場
に
立
っ
て
業
の
聞
題
に
関
す
る
理
論
を
展
開
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
山
口
博
士
は
前
掲
の
著
書
の
序
論
に
お
い
て
、

　
　
こ
の
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
理
論
を
『
倶
舎
論
』
そ
の
他
の
論
書
と
比
較
し
、
経
黒
部
の
主
要
な
理
論
の
い
く
つ
か
を
列
挙
し
て
い
る
。
そ

　
　
れ
は
我
々
が
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
自
身
の
著
作
か
ら
蒐
集
し
う
る
経
量
部
理
論
の
主
要
な
項
員
を
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
含
む
も
の
と
考
え
ら
れ

　
　
る
。
同
じ
傾
向
の
論
文
と
し
て
、
桜
部
曲
『
倶
舎
論
に
お
け
る
我
論
一
望
首
題
の
所
説
』
（
中
村
元
編
『
自
我
と
無
我
』
所
収
）
お
よ
び
や
ω
■

　
　
匂
三
川
瓢
の
二
論
文
8
げ
①
ω
繋
¢
霞
9
1
簗
旨
9
ゆ
簿
Φ
O
曙
O
｛
守
二
二
（
し
ご
G
り
○
〉
艦
伊
×
×
囲
H
”
b
⊃
）
い
O
H
｝
σ
q
げ
簿
口
比
高
①
〈
巴
○
℃
ヨ
①
馨
○
｛
ひ
①
匪
の
○
蔓
O
h

　
　
蔑
㌧
、
，
瓢
鴇
器
器
ら
議
斗
罫
ミ
§
（
し
d
ω
○
》
ρ
×
×
H
謂
G
。
）
な
ど
が
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
問
題
に
限
っ
て
は
い
る
が
、

　
　
有
部
と
経
三
部
の
立
場
の
相
違
に
つ
い
て
の
重
要
な
記
述
を
含
ん
で
い
る
。
便
宜
の
た
め
に
、
上
記
の
諸
論
文
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ

　
　
て
い
る
経
量
部
の
諸
理
論
の
う
ち
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
筆
者
の
見
解
と
責
任
に
お
い
て
要
約
・
整
理
し
て
左
に
か
か
げ
て
お
き
た

　
　
い
。

　
　
　
ω
有
部
範
疇
蓑
の
改
正
　
　
有
部
の
五
位
の
範
，
疇
表
の
第
四
で
あ
る
心
不
饗
応
行
に
つ
い
て
、
経
量
部
は
こ
の
範
購
に
ふ
く
ま
れ
る
諸

　
　
法
を
観
念
（
鷲
a
貯
も
e
と
し
て
は
認
め
る
が
、
有
部
の
い
う
よ
う
に
外
界
に
実
在
す
る
も
の
と
し
て
は
認
め
な
い
。
経
義
部
は
、
こ
れ



　
　
ら
の
諸
観
念
は
実
在
の
条
件
で
あ
る
自
己
存
在
性
（
も
・
＜
聾
び
醜
く
餌
）
を
持
た
な
い
し
、
ま
た
経
典
中
に
そ
の
実
在
性
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と

　
　
も
な
い
、
と
主
張
す
る
。
　
『
倶
禽
論
』
の
第
工
章
（
根
鹸
）
に
お
い
て
、
経
八
部
は
十
四
種
の
心
不
相
感
行
の
一
々
に
つ
い
て
そ
の
実
在

　
　
性
を
批
判
す
る
。
世
親
は
有
部
の
引
用
す
る
経
典
を
吟
味
し
、
有
部
の
議
論
を
分
析
し
、
有
部
の
実
在
論
を
嘲
弄
し
、
有
部
の
児
解
が
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
ア
イ
シ
ェ
！
シ
カ
派
の
理
論
に
ま
が
う
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。

　
　
　
同
じ
『
倶
無
論
』
の
第
二
章
に
お
い
て
、
経
量
部
は
無
為
の
諸
法
を
、
物
質
や
心
慰
が
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
存
在
と
作
用
を
も
っ
て
実
在

　
　
す
る
よ
う
に
は
実
在
す
る
の
で
は
な
い
と
批
判
す
る
。
経
最
部
に
よ
れ
ば
、
虚
盤
は
た
だ
抵
抗
物
の
な
い
と
こ
ろ
を
い
う
に
す
ぎ
ず
、
浬

　
　
葉
も
五
纈
の
生
じ
な
い
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
無
為
と
は
無
存
在
で
あ
り
、
無
存
在
を
存
在
と
陶
じ
よ
う
に
実
在
と
す
る
有
部
の
意
解
に

　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
反
対
し
て
い
る
。
無
為
も
観
念
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
経
量
都
に
よ
れ
ば
、
五
位
の
二
身
の
う
ち
、
心

　
　
不
根
応
行
（
論
理
的
観
念
）
と
無
為
（
無
綱
約
者
）
の
二
つ
は
実
在
の
範
疇
か
ら
除
か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
第
二
・
第
三
の
範
疇
で
あ
る
心
と
心
算
（
心
作
用
）
と
は
、
有
部
瓢
箪
に
お
い
て
も
、
名
前
は
異
な
っ
て
い
て
も
体
は
一
な
る
も
の
と

　
　
さ
れ
て
い
た
。
後
述
の
認
識
論
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
経
量
部
は
心
と
心
燐
を
二
つ
の
実
在
に
分
裂
さ
せ
る
こ
と
を
さ
け
、
両
者
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
有
機
的
に
統
二
さ
れ
た
意
識
作
用
と
し
て
と
り
あ
つ
か
う
傾
向
が
強
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
熱
量
部
に
と
っ
て
は
、
物
理

　
　
的
存
在
（
色
纏
）
と
意
識
（
心
一
心
志
）
と
の
二
つ
の
実
在
の
範
癖
の
み
が
認
め
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
範
疇
表
の
一
般
的
な
改
正
の
ほ
か
に
、
偲
々
の
実
在
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
経
量
部
が
有
部
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ

　
　
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
有
部
は
視
覚
の
対
象
で
あ
る
五
境
を
、
長
・
短
・
方
・
円
な
ど
の
二
色
と
、
青
・
黄
・
赤
・
白

　
　
な
ど
の
顕
色
と
に
分
類
し
て
い
る
。
経
本
部
は
前
者
の
形
免
の
存
在
性
を
否
定
し
、
顕
色
の
原
子
の
み
を
瓦
之
的
実
在
と
す
る
。
こ
の
顕

　
　
色
の
原
子
は
各
個
に
は
認
識
の
原
閃
と
な
ら
ず
、
た
だ
集
積
し
て
粗
大
な
形
と
な
っ
た
瞳
に
の
み
認
識
の
隙
撫
す
な
わ
ち
視
覚
の
対
象
と

　
　
な
る
。
経
量
部
は
、
形
色
と
は
要
す
る
に
、
顕
色
の
原
子
の
あ
つ
ま
り
か
た
に
よ
っ
て
生
ず
る
形
態
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

45

@
る
。
原
子
の
集
積
に
峯
た
っ
て
は
、
各
原
子
は
粗
画
に
接
触
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
闘
隙
な
く
連
接
す
る
。
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三
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慰

　
②
経
量
部
の
行
為
論
の
特
色
　
　
行
為
（
…
莱
）
は
身
体
的
・
晋
期
語
的
∵
意
思
的
の
三
種
に
分
か
た
れ
る
。
有
部
は
意
志
的
行
為
は
心
作

用
の
一
つ
で
あ
る
思
（
O
魚
餌
昌
鋤
）
で
あ
る
と
す
る
が
、
外
的
表
現
と
し
て
の
行
為
で
あ
る
前
二
者
を
物
質
の
誓
言
に
分
類
す
る
。
身
体
的

行
為
の
本
質
は
形
色
（
長
・
短
・
方
・
円
・
高
・
下
・
正
・
不
正
）
で
あ
り
、
言
語
的
行
為
の
本
質
は
音
声
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
物
理
的

存
在
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
二
種
類
の
物
理
的
行
為
が
な
さ
れ
る
と
、
か
か
る
外
部
に
表
現
さ
れ
た
形
態
や
音
声
と
は
別
に
、

形
に
あ
ら
わ
れ
な
い
道
徳
・
不
道
徳
が
た
だ
ち
に
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
は
身
体
的
・
雷
管
的
行
為
を
表
業
と
呼
ぶ
の
に
費
し
て
、
無
表
業

と
よ
ば
れ
る
。
こ
の
無
表
業
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
外
的
な
行
為
に
よ
っ
て
心
に
残
さ
れ
る
印
象
と
解
釈
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
有

部
は
こ
れ
を
も
一
種
の
外
的
な
存
在
と
し
て
、
物
質
（
色
）
の
範
購
の
中
に
、
五
宮
と
そ
の
対
象
と
な
ら
べ
て
第
十
一
番
§
に
分
類
し
て

い
る
。
無
表
換
は
鯛
人
の
心
と
は
別
な
存
在
と
し
て
過
去
・
現
在
・
未
来
に
概
存
す
る
実
在
で
あ
り
、
か
つ
、
影
が
形
に
従
う
よ
う
に
、

表
業
に
つ
ね
に
従
っ
て
生
ず
る
。
そ
し
て
こ
の
無
表
業
は
「
得
」
と
よ
ば
れ
る
原
理
に
よ
っ
て
心
と
衝
心
さ
せ
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

「
得
」
（
℃
鼠
讐
凶
）
は
心
不
絹
黒
鳥
の
一
つ
で
、
た
と
え
ば
阿
羅
漢
の
心
に
は
聖
者
の
徳
が
「
得
」
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
、

あ
る
個
人
の
生
命
の
流
れ
が
飽
の
あ
る
も
の
を
獲
得
し
、
そ
れ
と
結
合
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
原
理
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
有
部
の
考
え
方
に
対
し
、
経
量
部
は
行
為
の
本
質
を
意
思
に
あ
る
と
し
、
身
体
的
・
言
語
的
行
為
は
単
に
意
思
的
行
為
の

あ
ら
わ
れ
か
た
の
連
繋
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
経
量
部
に
と
っ
て
、
行
為
は
物
質
的
な
「
色
法
」
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、

心
理
的
な
「
心
所
法
」
に
属
す
る
。
そ
れ
を
主
張
す
る
た
め
に
、
経
量
都
は
有
都
が
身
体
的
行
為
を
形
色
で
あ
る
と
す
る
見
解
を
批
判
、
し
、

ま
た
無
表
業
と
い
う
特
別
な
物
理
的
存
在
や
、
得
と
い
う
原
理
の
存
在
を
許
容
し
な
い
。
無
表
業
や
得
は
、
　
一
つ
の
行
為
と
、
時
間
を
へ

だ
て
て
お
こ
る
そ
の
結
果
と
の
聞
の
因
果
関
係
を
説
明
す
る
た
め
の
有
部
の
理
論
で
あ
る
。
こ
れ
を
否
定
す
る
経
緯
部
は
、
同
じ
闘
題
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

説
明
す
る
た
め
に
薫
習
あ
る
い
は
種
子
の
理
論
を
提
出
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
㈹
薫
習
論
　
　
諸
法
の
本
体
は
過
現
未
の
三
時
に
わ
た
っ
て
慨
存
す
る
実
体
で
あ
る
、
と
い
う
有
部
の
基
本
的
な
理
論
の
上
で
は
、
過

去
の
行
為
の
結
果
が
現
在
に
紀
へ
こ
っ
た
り
、
過
去
の
も
の
の
記
憶
が
現
在
に
生
じ
た
り
す
る
の
は
、
過
去
の
も
の
が
、
た
と
え
ば
顕
勢
態



　
　
と
し
て
は
滅
し
て
も
、
潜
勢
的
な
、
恒
存
的
な
本
質
と
し
て
は
常
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
過
去
の
行
為
は
そ
れ
が
行
な
わ
れ
た
時
に

　
　
そ
の
無
表
業
を
生
じ
、
後
者
は
永
続
す
る
。
ま
た
『
成
業
論
』
に
お
け
る
有
部
に
よ
れ
ば
、
あ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
と
心
の
流
れ
の
中
に
、

　
　
無
表
業
を
燗
人
に
結
び
つ
け
る
「
得
」
が
生
じ
、
こ
れ
が
後
に
稲
示
す
る
結
果
を
生
ず
る
原
因
と
な
る
と
い
う
。

　
　
　
経
量
部
は
こ
れ
ら
の
理
論
を
す
べ
て
否
定
し
、
行
為
と
そ
の
結
果
と
の
因
果
関
係
を
、
入
間
の
刹
那
滅
の
心
流
の
中
に
起
こ
る
特
殊
な

　
　
変
化
（
網
続
転
変
差
劉
）
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
我
々
の
知
識
や
行
為
は
そ
の
印
象
な
い
し
影
響
力
を
種
子
（
習
気
）
の
形
で
心
流
に
残

　
　
す
。
こ
れ
を
薫
習
と
い
う
。
そ
の
種
子
は
潜
在
的
に
心
流
と
と
も
に
相
続
し
、
成
長
し
、
時
機
を
得
て
成
熟
し
て
結
果
を
生
起
せ
し
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
薫
謬
説
が
経
量
部
の
主
要
な
理
論
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
種
子
、
薫
習
の
理
論
が
、
喪
と
し
て
有

　
　
部
の
「
得
心
の
理
論
に
代
わ
る
べ
き
も
の
と
し
て
経
塁
壁
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
経
管
部
は
こ
の
種
子
を
心
と

　
　
は
同
一
で
も
な
く
、
別
異
で
も
な
い
性
質
の
も
の
と
規
定
し
、
懸
子
部
の
プ
ド
ガ
ラ
と
の
混
同
を
さ
け
て
、
種
子
は
実
体
で
は
な
し
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
わ
れ
わ
れ
の
観
念
的
設
定
に
す
ぎ
な
い
も
の
（
鷲
ε
貯
℃
α
ヨ
黛
鐙
）
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　
　
　
㈲
異
熟
識
論
　
　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
薫
習
・
種
子
が
わ
れ
わ
れ
の
通
常
の
意
識
に
存
在
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
通
常
の
意
識
は

　
　
断
絶
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
薫
習
は
わ
れ
わ
れ
が
明
ら
か
に
意
識
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
形
態
で
、
下
意
識
の
中
に
存

　
　
在
す
る
。
こ
の
下
意
識
は
通
常
の
意
識
と
は
異
な
っ
て
い
て
、
た
と
え
ば
人
が
熟
睡
し
て
い
る
時
や
、
滅
尽
定
と
い
わ
れ
る
無
意
識
状
態

　
　
に
あ
る
ヨ
ー
ガ
に
入
っ
て
い
る
時
．
に
も
、
刹
那
刹
那
に
滅
し
な
が
ら
も
断
え
る
こ
と
な
く
流
れ
、
持
続
す
る
。
こ
れ
は
刹
那
滅
で
あ
る
か

　
　
ら
常
住
不
変
の
我
で
は
な
い
し
、
他
方
、
通
常
の
意
識
で
も
な
い
。
か
か
る
下
意
識
が
ア
ー
ダ
ー
ナ
識
・
ア
…
ラ
や
識
・
異
熟
識
な
ど
の

　
　
名
で
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
は
我
々
が
濃
繋
す
る
ま
で
存
続
す
る
。
こ
の
異
心
識
論
は
唯
識
派
の
ア
ー
ラ
や
風
説
や
、
如
来
蔵
思
想
と
つ
な
が

　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
経
量
部
の
ア
ー
ラ
や
識
論
は
『
成
業
論
』
以
外
に
は
明
野
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
㈲
刹
那
減
論
　
　
有
部
は
、
す
べ
て
の
も
の
は
翻
身
瞬
闘
に
生
滅
す
る
と
い
う
刹
那
減
論
を
説
き
な
が
ら
も
、
も
の
の
本
質
（
法
体
）

雄
雛
現
誘
毒
に
わ
た
．
｝
、
実
在
す
る
と
い
う
。
現
在
機
存
し
て
い
る
厳
禁
作
用
と
結
合
し
た
刹
那
で
あ
り
、
作
用
と
離
れ
て
い

1　
　
　
　
　
　
存
難
と
知
識
一
仏
数
哲
学
諸
派
の
論
争
一
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
　
哲
脚
ず
研
究
　
　
簸
瓢
血
百
五
m
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

綿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紛
）

！
　
る
と
き
の
実
在
が
過
虫
お
よ
び
未
来
で
あ
る
。
過
玄
・
現
在
・
未
来
は
、
し
た
が
っ
て
、
恒
存
す
る
法
体
の
位
の
差
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
。

　
　
有
部
の
刹
那
叢
論
に
お
い
て
、
一
刹
那
と
は
生
・
住
・
異
・
滅
と
い
う
四
種
の
機
能
の
総
合
体
で
あ
っ
て
、
真
の
意
味
で
の
一
刹
那
で
は

　
　
な
い
。
そ
し
て
存
在
の
滅
は
生
と
銘
じ
よ
う
に
原
因
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
現
象
で
あ
る
。
ま
た
減
は
単
な
る
蕪
存
在
で
は
な
い
。
法
体

　
　
榎
有
で
あ
る
か
ら
滅
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
滅
と
い
わ
れ
る
の
は
か
か
る
法
体
の
機
能
（
訂
瓢
霞
⇔
）
の
滅
で
あ
っ
て
、
実
体
そ
の
も
の
の

　
　
滅
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
有
部
の
考
え
方
に
対
し
、
経
距
部
は
も
の
は
現
在
一
刹
那
に
の
み
存
在
し
、
過
去
・
未
来
の
も
の
は
実
在
し
な
い
と
い
う
。

　
　
ま
た
こ
の
一
刹
那
と
い
う
の
は
有
部
の
よ
う
な
生
・
住
・
異
・
滅
の
騰
相
を
内
含
す
る
も
の
で
は
な
く
、
生
じ
た
瞬
間
に
減
す
る
と
い
う
、

　
　
文
字
通
り
の
一
刹
那
で
あ
る
。
こ
の
、
も
の
の
刹
那
滅
性
は
す
べ
て
の
も
の
の
本
性
で
あ
っ
て
、
外
部
の
原
臨
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

　
　
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
滅
は
単
な
る
無
存
在
で
あ
っ
て
、
な
に
か
実
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
経
量
部
の
刹
那
滅
論
は

　
　
す
で
に
『
倶
舎
論
』
に
も
あ
ら
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を
ひ
き
つ
い
だ
仏
教
論
理
学
番
に
よ
っ
て
、
仏
教
哲
学
の
最
大
の
ト
ピ
ッ
ク
の
一
つ
と

　
　
し
て
、
時
代
と
と
も
に
精
密
さ
を
加
え
て
、
く
り
か
え
し
論
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
経
量
都
の
刹
那
早
早
は
そ
の
背
後
に
三

　
隠
に
慣
存
す
る
法
体
を
全
く
予
想
し
な
い
、
徹
底
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
存
在
と
は
現
在
一
刹
那
の
函
果
的
作
用
性
（
銭
鑓
鼠
愚
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ワ
】
）

　
　
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
常
住
不
変
な
る
も
の
は
一
時
的
に
も
継
時
的
に
も
因
果
掛
長
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
存
在

　
し
な
い
。
こ
の
存
在
性
を
因
果
的
作
用
性
と
し
て
定
義
す
る
無
量
部
の
理
論
は
、
後
代
の
仏
教
論
理
学
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
意
義

　
を
も
つ
に
至
る
が
、
そ
の
理
論
は
既
に
…
世
親
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
　
㈲
外
界
実
在
論
　
　
し
か
し
経
量
都
は
、
唯
識
派
の
よ
う
に
、
こ
の
世
界
は
心
の
顕
噂
し
た
も
の
で
、
心
以
外
に
外
界
は
存
在
し
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
と
は
云
わ
な
い
。
経
量
部
は
外
界
の
物
質
界
の
実
在
性
を
主
張
す
る
。

　
　
ω
知
識
の
寮
費
　
　
崩
口
博
士
は
チ
わ
、
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
．
、
の
『
入
中
脳
』
の
記
述
に
よ
っ
て
、
唯
識
派
の
論
ず
る
知
識
の
窟
己
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
些
圭
）

　
（
o
o
く
簿
も
a
鋤
動
く
O
鳥
簿
【
一
丁
）
の
理
論
は
、
も
と
経
量
部
の
理
論
で
あ
っ
て
、
唯
識
派
は
茅
、
れ
を
継
承
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
摺
摘
し
て
い
る
。
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以
上
が
、
先
に
列
挙
し
た
三
つ
の
方
法
論
の
う
ち
、
第
一
の
方
法
に
よ
る
成
果
の
要
約
で
あ
る
。
一
般
的
に
云
っ
て
、
多
く
の
理
論
に

お
い
て
、
経
量
部
が
小
乗
と
大
乗
と
の
中
貫
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
た
こ
と
が
、
結
論
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
反
面
、
こ
の
第
一
の
方
法
に

よ
っ
て
は
、
経
夏
野
の
認
識
論
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
な
ら
ず
、
そ
の
外
界
実
在
論
が
い
か
な
る
根
拠
の
上
に
な
さ
れ
て
い
た
か
も
判
明

し
な
い
。
第
一
の
方
法
に
の
み
よ
る
限
り
、
こ
の
欠
陥
…
を
補
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

二

　
経
量
部
研
究
の
第
二
の
方
法
は
、
仏
教
以
外
の
諸
学
派
の
哲
学
書
の
中
に
引
用
さ
れ
た
経
押
部
の
理
論
を
蒐
集
す
る
も
の
で
あ
る
。
先

　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

に
触
れ
た
金
倉
論
文
は
、
そ
れ
を
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派
の
論
書
に
限
っ
て
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
金
算
博
士
は
『
ヴ
諜
ー
ダ
ー
ン

タ
・
ス
…
ト
ラ
』
第
二
篇
第
二
章
ス
ー
ト
ラ
一
八
…
三
二
が
行
な
っ
て
い
る
仏
教
思
想
批
判
の
中
か
ら
、
経
二
部
に
関
す
る
部
分
を
選
び
、

そ
れ
に
対
す
る
シ
ャ
ン
カ
ラ
疏
・
バ
…
マ
テ
ィ
～
・
バ
ー
ス
カ
ラ
疏
。
ラ
ン
マ
…
ヌ
ジ
ャ
疏
な
ど
を
参
照
し
て
、
屡
々
部
の
認
識
の
対
象

に
関
す
る
理
論
（
す
な
わ
ち
有
形
相
知
識
論
）
・
五
蔽
説
・
縁
起
説
・
無
為
説
・
刹
那
論
説
な
ど
へ
の
言
及
を
集
め
て
い
る
。
ま
た
そ
の

他
の
ヴ
ェ
ー
タ
…
ン
タ
派
回
送
書
に
見
ら
れ
る
忙
々
部
へ
の
言
及
に
触
れ
、
と
く
に
『
サ
ル
ヴ
ァ
マ
タ
・
サ
ン
グ
ラ
バ
』
『
サ
ル
ヴ
ァ
シ

ツ
ダ
ー
ン
タ
・
サ
ン
グ
ラ
バ
』
に
あ
る
経
量
部
説
の
綱
要
を
訳
出
し
て
い
る
。
さ
い
ご
に
同
博
士
は
マ
ー
ダ
ヴ
｛
・
の
『
サ
ル
ヴ
ワ
，
ダ
ル
シ

ャ
ナ
・
サ
ン
グ
ラ
バ
』
　
（
諸
哲
学
綱
要
）
の
含
む
経
距
部
説
を
ア
ビ
ア
ン
カ
ル
の
校
訂
本
に
よ
っ
て
明
快
に
和
訳
し
て
い
る
。
博
士
の
言

う
ご
と
く
、
経
量
部
の
立
場
を
組
織
的
に
記
述
し
た
書
物
が
少
な
い
以
上
は
、
マ
ー
ダ
ヴ
ァ
の
か
な
り
体
系
的
な
紹
介
は
極
め
て
貴
重
な

資
料
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
サ
ル
ヴ
ァ
ダ
ル
シ
ャ
ナ
・
サ
ン
グ
ラ
バ
の
記
述
が
最
も
包
括
的
で
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
派
の
伝
え
る
同
量
部
説
を
よ
く
ま
と
め
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
内
容
を
こ
こ
に
項
員
に
し
て
整
理
し
て
お
く
。

　
眺
外
界
実
在
論
　
　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
唯
識
派
の
立
場
か
ら
論
じ
た
際
に
、
　
「
認
識
と
そ
の
対
象
と
は
同
時
に
認
識
せ
ら
れ
る
か

　
　
　
　
存
在
と
知
識
…
仏
教
哲
学
諸
派
の
論
争
1
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
　
　
折
篇
脚
ず
研
究
　
　
紳
弟
五
否
五
鳳
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

501！

@
ら
そ
の
二
つ
に
区
別
は
な
い
」
と
い
う
証
拠
に
よ
っ
て
、
外
界
が
内
界
と
鯛
に
存
在
し
な
い
と
主
張
し
た
。
経
脚
部
は
同
時
に
認
識
さ
れ

　
　
る
と
い
う
こ
と
が
常
に
二
つ
の
も
の
の
属
一
性
を
証
関
し
え
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
こ
の
推
理
の
確
実
性
を
否
定
す
る
。
ま
た
唯
識
派
は

　
　
我
々
の
内
に
あ
る
認
識
が
外
在
す
る
か
の
如
く
に
顕
現
す
る
と
い
う
が
、
外
界
の
事
物
が
な
い
と
す
れ
ば
、
外
在
す
る
か
の
よ
う
に
、
と

　
　
い
う
比
較
は
不
合
理
で
あ
る
と
い
っ
て
、
唯
識
派
の
外
界
非
実
在
論
を
批
判
す
る
。

　
　
　
銚
唯
識
派
に
よ
れ
ば
こ
の
世
界
は
我
々
の
内
的
な
根
底
で
あ
る
ア
…
ラ
や
識
か
ら
顕
現
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
し
も
し
ア
ー

　
　
ラ
や
識
が
す
べ
て
の
も
の
の
種
子
を
含
む
と
す
れ
ば
、
ア
ー
ラ
や
識
は
各
刹
那
に
全
世
界
の
事
物
と
し
て
顕
現
す
る
能
力
を
持
つ
は
ず
だ

　
　
か
ら
、
あ
る
一
つ
の
も
の
が
営
々
に
し
か
起
こ
ら
な
い
事
実
が
説
明
で
き
な
く
な
る
。
例
え
ば
私
自
身
が
歩
き
、
語
る
意
志
を
も
っ
て
い

　
　
な
い
時
に
も
、
他
の
人
が
歩
き
、
語
っ
て
い
る
表
象
が
私
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
私
の
意
志
と
は
励
な
他
人
の
心
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
そ
の
よ
う
に
、
ア
ー
ラ
や
識
か
ら
時
に
、
膏
や
黄
の
認
識
が
生
ず
る
た
め
に
も
、
ア
ー
ラ
や
識
以
外
の
外
界
が
そ
の
原
園
と
な
っ
て
い
る

　
　
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
こ
の
批
判
の
先
駆
的
な
形
態
は
す
で
に
『
唯
識
二
十
論
』
の
第
二
頬
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
）

　
　
　
㈲
有
形
糧
知
識
論
　
　
外
界
の
実
在
の
刹
那
と
そ
れ
が
我
々
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
刹
那
と
は
同
一
で
は
な
い
。
し
か
し
認
識
の
刹
郷

　
　
と
異
な
っ
た
刹
那
に
あ
る
対
象
が
把
握
さ
れ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
対
象
は
知
識
に
自
己
の
形
影
を
投
げ
入
れ
る
原
闘
で
あ
る
か
ら
で

　
　
あ
る
。
我
々
が
直
接
に
知
覚
す
る
の
は
こ
の
知
識
の
中
に
与
え
ら
れ
た
形
梢
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
与
え
た
外
界
の
存
在
は
推
理
さ
れ
る
。

　
　
　
紛
四
縁
（
断
縁
縁
・
等
無
間
縁
・
同
二
重
・
増
上
縁
）
・
五
纏
・
縁
起
論
・
四
諦
説
が
、
『
サ
ル
ヴ
ァ
ダ
ル
シ
ャ
ナ
・
サ
ン
グ
ラ
バ
』
で

　
　
は
経
論
部
の
理
論
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
説
明
に
経
量
部
的
な
特
色
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
理
論
は
説
一
切
有

　
　
部
そ
の
他
の
仏
教
諸
学
派
の
も
の
に
共
通
で
あ
る
。

　
　
　
仏
教
以
外
の
論
書
に
あ
ら
わ
れ
る
経
量
部
の
学
説
は
、
上
記
の
『
サ
ル
ヴ
ァ
ダ
ル
シ
ャ
ナ
・
サ
ン
グ
ラ
バ
』
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う

　
　
に
、
こ
の
学
派
の
外
界
実
在
論
と
有
形
相
知
識
論
を
中
心
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
経
量
都
響
は
、
し
か
し
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
派
の

　
　
論
書
に
あ
ら
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
窯
愚
《
巴
塗
鴬
｝
鼻
乞
愚
団
飴
く
弩
肯
巳
塗
蘇
蜜
海
湾
無
巳
（
辞
2
属
葦
旨
零
す
二
な
ど
の
多
く
の
二



ヤ
ー
や
学
派
の
論
書
、
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
哲
学
書
に
引
用
、
批
判
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
、
各
学
派
の
論

書
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
を
参
照
し
て
い
る
す
ぐ
れ
た
経
言
忌
紹
介
は
冒
傷
§
鈴
魯
ω
ぼ
ξ
、
．
冒
鼠
碧
刃
＄
一
一
。
。
導
、
、
に
見
え
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
仏
教
以
外
の
論
書
の
経
管
部
理
論
紹
介
は
一
般
的
に
言
っ
て
き
わ
め
て
公
平
か
つ
忠
実
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
の
研
究
は
今
後
も

ま
す
ま
す
進
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
学
派
の
哲
学
書
か
ら
の
断
片
を
網
羅
し
て
整
理
し
た
研
究
は
ま
だ
学
界
に
あ
ら
わ
れ
て

い
な
い
。

　
こ
の
第
二
の
方
法
は
、
し
か
し
、
ど
れ
ほ
ど
網
羅
的
に
行
な
わ
れ
て
も
、
そ
れ
ら
の
断
片
が
、
仏
教
哲
学
の
書
物
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る

理
論
と
同
一
で
あ
る
こ
と
が
蔦
葛
さ
れ
な
い
以
上
、
郡
ち
、
そ
れ
ら
の
断
片
に
あ
ら
わ
れ
る
理
論
を
仏
教
哲
学
書
自
体
の
中
で
再
確
認
し

な
け
れ
ば
、
完
全
と
は
な
ら
な
い
。
　
『
サ
ル
ヴ
ァ
ダ
ル
シ
ャ
ナ
・
サ
ン
グ
ラ
バ
』
に
限
っ
て
従
来
の
研
究
を
回
顧
し
て
も
、
み
な
こ
の
点

で
不
充
分
で
あ
る
。
こ
の
書
物
は
十
九
世
紀
末
に
カ
ウ
エ
ル
と
ゴ
フ
に
よ
っ
て
英
訳
さ
れ
、
ド
イ
セ
ン
が
九
章
ま
で
を
『
一
般
哲
学
史
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

一
ノ
三
に
独
訳
し
、
つ
い
で
一
九
〇
一
、
二
年
に
ド
・
ラ
・
ヴ
ァ
レ
ー
・
プ
ー
サ
ン
が
ジ
ャ
イ
ナ
教
と
仏
教
と
の
章
を
仏
訳
し
た
。
プ
ー

サ
ン
は
常
の
如
く
に
こ
の
書
物
に
あ
ら
わ
れ
る
理
論
と
仏
教
論
書
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
と
を
比
定
す
る
努
力
を
し
、
当
蒋
と
し
て
は

大
き
な
成
果
を
あ
げ
、
彼
の
仏
訳
は
こ
の
書
物
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
現
在
に
お
い
て
も
最
も
す
ぐ
れ
て
い
る
が
、
今
世
紀
、
特
に
、

戦
後
に
な
っ
て
続
々
と
校
訂
、
幽
版
さ
れ
た
仏
教
論
理
学
の
原
典
を
参
照
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
仏
教
論

理
学
書
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
認
識
論
を
精
綱
に
研
究
し
、
そ
れ
ら
が
経
量
部
の
理
論
で
あ
る
こ
と
を
証
鋸
す
る
論
文
を
次
々
と
発
表
し
て

い
る
の
が
、
先
に
第
三
の
方
法
を
と
る
も
の
と
し
て
名
を
あ
げ
た
夢
想
宏
正
で
あ
る
。

　
　
　
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
・
ダ
ル
マ
キ
…
ル
テ
ィ
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
仏
教
論
理
学
者
が
そ
の
著
書
の
な
か
で
展
開
し
て
い
る
認
識
論
が
ど
の
学
派

　
　
の
立
場
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
た
だ
現
在
の
学
界
で
や
か
ま
し
く
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
書
物
に
対
す
る

5！

@
古
代
イ
ン
ド
の
註
釈
家
た
ち
自
身
が
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
て
い
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
問
題
は
デ
ィ
グ
ナ
…
か
も
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
も
一

1！　
　
　
　
　
存
在
と
知
識
一
仏
教
哲
学
諸
派
の
論
争
…
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

521！

@
方
に
お
い
て
外
界
非
実
在
を
主
張
す
る
唯
識
派
の
理
論
を
そ
の
著
書
に
お
い
て
展
開
し
な
が
ら
、
他
方
そ
の
他
の
議
論
に
お
い
て
は
外
界

　
　
の
実
在
性
を
認
め
る
容
量
部
の
立
場
で
な
け
れ
ば
考
え
ら
れ
な
い
理
論
を
も
提
鐵
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の

　
　
累
土
州
鋤
ぴ
貯
山
¢
（
正
理
滴
論
）
に
対
す
る
イ
ン
ド
の
註
釈
家
達
は
、
こ
れ
を
載
量
・
喩
伽
総
舎
学
派
に
属
す
る
と
す
る
者
（
ヴ
ィ
ニ
ー
タ
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
ー
ヴ
ァ
そ
の
他
）
と
、
経
量
部
に
属
す
る
と
す
る
者
（
ダ
ル
モ
ッ
タ
ラ
・
ド
ゥ
ル
ヴ
ェ
～
カ
ミ
シ
ご
フ
そ
の
他
）
と
に
分
か
れ
て
い
る
。
『
ニ

　
　
ヤ
ー
ヤ
ビ
ン
ド
ゥ
』
に
関
す
る
限
り
後
者
、
即
ち
、
こ
れ
を
経
量
部
の
立
場
か
ら
書
か
れ
た
も
の
と
す
る
理
論
の
方
が
、
イ
ン
ド
に
お
い

　
　
て
も
、
ま
た
今
日
の
学
界
に
お
い
て
も
、
有
力
で
あ
る
。
　
し
か
し
ダ
ル
マ
キ
…
ル
テ
ィ
の
主
著
『
知
識
論
評
釈
』
（
口
唱
ヨ
習
簿
く
簿
臨
ぽ
伽
）

　
　
の
中
で
は
、
外
界
雰
実
在
の
論
証
を
は
じ
め
と
す
る
唯
識
派
の
理
論
も
閉
白
に
み
ら
れ
る
嚇
方
、
経
論
部
的
な
形
態
に
お
け
る
有
形
相
知

　
　
識
論
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
著
書
す
べ
て
を
等
量
部
に
属
せ
し
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
フ
ラ
ウ
ワ

　
　
ル
ナ
…
は
、
　
『
知
識
論
評
釈
』
に
お
い
て
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
個
物
を
実
在
と
認
め
る
経
砥
部
の
立
場
か
ら
出
発
し
、
議
論
の
高
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
る
に
つ
れ
て
そ
れ
ら
が
認
識
の
所
産
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
唯
識
派
の
外
界
非
実
在
論
を
是
認
す
る
に
至
る
、
と
い
う
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
主
著
た
る
『
知
識
論
評
釈
』
、
あ
る
い
は
、
彼
の
全
著
作
を
通
じ
て
眺
め
た
場
合
、
彼
を
経
量
・
西
下
総
合
学
派

　
　
と
見
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
る
。

　
　
　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
以
後
の
仏
教
哲
学
者
た
ち
、
プ
ラ
ジ
ニ
ャ
…
カ
ラ
グ
プ
タ
、
ジ
ュ
ニ
瀞
、
f
ナ
シ
．
一
リ
ー
ミ
ト
ラ
、
ラ
ト
ナ
キ
！
ル

　
　
テ
ィ
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
思
量
・
喩
黒
総
会
派
と
よ
ば
れ
る
べ
き
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
己
の
著
作
の
中
で
、
そ
の
と
り
あ
っ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
う
主
峯
…
が
世
間
に
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
時
（
例
え
ば
、
認
識
を
主
観
と
客
観
の
二
契
機
に
分
け
て
説
明
す
る
と
き
、
外
界
の
事
物
も
刹

　
　
那
学
的
で
あ
る
こ
と
を
論
ず
る
と
き
、
神
が
壷
を
作
る
陶
工
と
同
じ
よ
う
に
存
在
す
る
と
い
う
ニ
ヤ
ー
や
学
派
の
理
論
を
否
定
す
る
と
き

　
　
な
ど
）
に
は
経
董
部
の
外
界
実
在
論
を
と
り
、
し
か
も
仏
教
の
勝
義
を
論
ず
る
時
に
は
外
界
3
5
実
在
を
主
張
し
て
唯
識
派
に
転
入
す
る
。

　
　
そ
の
た
め
に
、
例
え
ば
、
ジ
．
一
ニ
ャ
ー
ナ
シ
．
一
り
…
ミ
ト
ラ
や
ラ
ト
ナ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
二
分
自
身
で
も
、
ま
た
他
学
派
に
よ
っ
て
も
、
あ

　
　
る
と
き
に
は
経
量
都
と
名
づ
け
ら
れ
、
あ
る
と
き
に
は
唯
識
家
と
名
づ
8
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



　
　
　
さ
て
戸
崎
博
士
は
、
　
一
方
に
お
い
て
ダ
ル
マ
キ
…
ル
テ
ィ
の
『
知
識
論
評
釈
』
の
知
覚
の
章
を
逐
次
和
訳
し
な
が
ら
、
他
方
、
そ
こ
に

　
　
あ
ら
わ
れ
る
個
々
の
理
論
が
経
押
部
の
も
の
と
一
致
す
る
こ
と
を
文
献
の
上
か
ら
精
密
に
論
証
し
て
い
る
。
彼
が
論
証
し
て
い
る
項
臼
は

　
　
左
記
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
翻
『
知
識
論
藥
成
』
に
お
け
る
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
も
、
　
『
知
識
論
評
釈
』
に
お
け
る
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
も
、
　
「
知
は
対
象
に
似
て
生
ず

　
　
る
か
ら
、
対
象
を
把
握
す
る
働
き
が
あ
る
と
仮
説
さ
れ
る
」
と
い
う
理
論
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
有
形
相
知
識
論
は
、
　
『
倶
硬
論
』
の

　
　
破
我
晶
に
お
い
て
経
量
部
の
立
場
を
と
る
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
理
論
と
一
致
す
る
。
ま
た
そ
れ
は
マ
ー
ダ
ヴ
ァ
に
よ
っ
て
も
質
量
部
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
論
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
脇
ダ
ル
マ
キ
…
ル
テ
ィ
の
意
知
覚
説
（
ヨ
夕
霧
？
℃
雲
饗
H
＾
鷲
）
に
お
い
て
は
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
意
識
（
錘
意
知

　
　
覚
）
の
対
象
（
乙
）
は
、
感
官
知
の
対
象
で
あ
っ
た
も
の
（
甲
）
と
は
劉
個
の
も
の
で
あ
る
が
、
両
者
は
全
く
無
関
係
で
は
な
い
。
即
ち

　
　
前
者
（
乙
）
は
後
者
（
甲
）
よ
り
随
行
し
て
次
刹
那
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
感
官
知
は
意
識
を
生
ぜ
し
め
る
為
に
は
意
識
の
対
象
の
共

　
　
働
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
知
と
そ
の
対
象
と
は
時
を
異
に
し
て
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
形
態
の
理
論
は
『
倶
奮
論
』
に
見
え
、

　
　
こ
の
説
は
光
記
・
双
手
な
ど
の
倶
舎
論
の
注
釈
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
経
量
部
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
マ
…
ダ
ヴ
ァ
の
『
諸
哲
学
綱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
要
』
そ
の
他
イ
ン
ド
の
諸
論
書
は
こ
れ
を
経
量
部
の
理
論
と
す
る
。

　
　
　
儀
『
観
所
縁
論
』
。
『
唯
識
二
十
論
』
な
ど
の
唯
識
論
書
に
お
い
て
は
、
原
子
の
集
積
が
認
識
の
対
象
で
あ
る
、
と
い
う
経
量
部
に
帰
せ

　
　
ら
れ
る
理
論
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
そ
の
『
知
識
論
評
釈
』
に
お
い
て
次
の
意
味
の
理
論
を
述
べ
て
い

　
　
る
。
原
子
の
一
々
は
認
識
を
生
ぜ
し
め
る
能
力
を
も
た
な
い
が
、
そ
れ
ら
が
近
接
し
て
集
合
し
て
い
る
時
に
は
、
そ
の
形
糟
を
知
識
に
投

　
　
げ
入
れ
る
能
力
を
も
つ
。
こ
の
時
原
子
の
集
積
は
、
知
の
原
因
で
あ
り
、
知
と
同
じ
形
相
を
も
つ
と
い
う
二
条
件
を
そ
な
え
る
か
ら
、
認

鵬
識
の
対
象
で
あ
る
．
．
と
が
で
き
．
⇔
、
と
。
．
あ
理
論
、
。
ダ
ル
マ
幸
ル
テ
，
竺
難
問
人
の
認
識
と
い
う
世
俗
の
立
場
で
行
な
つ
げ
丸
い

！　
　
　
　
　
　
存
在
と
知
識
一
仏
教
哲
学
諸
派
の
論
争
一
ω
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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（
2
2
）

す
な
わ
ち
、
彼
は
世
俗
的
な
理
論
を
あ
つ
か
う
さ
い
に
は
器
量
部
の
立
場
に
立
つ
と
い
え
る
。

二
一

　
戸
崎
博
士
の
研
究
は
今
後
も
、
他
の
学
者
の
協
力
を
も
得
て
、
さ
ら
に
継
続
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
、
上
に
見
て
来
た
三
種
の

方
法
に
よ
る
製
出
部
研
究
の
い
ず
れ
も
が
ま
だ
そ
の
発
端
の
段
階
に
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
と
も
に
、
各
方
法
の
間
の
絹
互
連
絡
が
十
分

に
行
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
経
量
部
の
研
究
は
こ
れ
ら
三
方
法
を
併
用
し
て
資
料
の
蒐
集
に
努
め
る
と
と
も

に
、
そ
れ
ら
の
資
料
か
ら
得
ら
れ
る
経
量
部
の
諸
理
論
の
年
代
区
分
と
そ
の
歴
史
的
発
展
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
経
管
部
研
究
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
資
料
は
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
に
つ
づ
く
プ
ラ
ジ
ニ
ャ

ー
カ
ラ
グ
プ
タ
・
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
シ
ュ
リ
ー
ミ
ト
う
そ
の
他
の
偉
大
な
哲
学
者
を
も
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
そ
の
研
究
の
前
途
は

遼
遠
で
あ
る
。

三

　
上
述
し
た
よ
う
な
経
量
部
研
究
の
現
状
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
学
派
の
教
義
を
完
全
に
記
述
す
る
こ
と
が
何
人
に
と
っ
て
も
不
可
能
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
筆
者
が
以
下
に
試
み
よ
う
と
す
る
の
は
、
仏
教
徒
で
あ
っ
た
モ
ー
ク
シ
ャ
ー
カ
ラ
グ
プ
タ
が
比
較
的
ま
と
ま

っ
た
形
で
思
量
部
の
教
義
と
し
て
記
述
し
て
い
る
も
の
を
紹
介
し
、
経
北
部
研
究
の
資
料
を
つ
け
加
え
、
か
っ
こ
の
学
派
の
最
も
基
本
的

な
理
論
と
思
わ
れ
る
も
の
を
摘
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
『
タ
ル
カ
バ
ー
シ
ャ
ー
』
の
末
尾
に
お
い
て
、
仏
教
四
学
派
の
教
義
を

簡
潔
に
要
約
し
て
い
る
。
こ
の
箇
所
で
彼
が
経
量
部
に
帰
せ
し
め
て
い
る
理
論
が
我
々
の
基
本
的
資
料
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
上
に
論
じ
た
よ
う
に
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
・
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
シ
ュ
リ
…
ミ
ト
う
そ
の
他
の
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
論
理
学
者
達
は
そ

の
理
論
を
盤
俗
の
立
場
で
展
㎜
開
す
る
と
き
に
は
、
経
蚤
部
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
モ
ー
ク
シ
ャ
…
カ
ラ
グ
プ
タ
は
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ

の
理
論
を
解
説
す
る
た
め
に
『
タ
ル
カ
バ
…
シ
ャ
…
』
を
書
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
は
プ
ラ
ジ
．
一
二
i
カ
ラ
グ
プ
タ
・
ジ
．
二
一
ヤ



　
　
！
ナ
シ
ュ
リ
！
ミ
ト
ラ
・
ラ
ト
ナ
キ
…
ル
テ
ィ
な
ど
の
経
量
部
の
論
理
学
者
の
理
論
に
も
多
く
皿
冨
及
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
モ
ー
タ

　
　
シ
ャ
ー
カ
ラ
グ
プ
タ
は
、
　
『
タ
ル
カ
バ
ー
シ
ャ
ー
』
全
体
を
、
基
本
的
に
は
無
量
部
の
立
場
か
ら
書
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

　
　
我
々
は
、
彼
が
同
書
の
末
尾
に
紹
介
し
て
い
る
経
量
部
説
綱
要
だ
げ
で
な
く
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
認
識
論
・
論
理
学
を
論
じ
て
い
る
場

　
　
所
か
ら
も
、
経
量
部
の
理
論
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
モ
ー
ク
シ
ャ
ー
カ
ラ
グ
プ
タ
の
経
量
部
説
綱
要
は
、
こ
の
学
派
の
認
識
論
を
簡
潔
に
述
べ
る
部
分
と
、
外
界
の
実
在
性
を
主
張
す
る
部

　
　
分
と
、
そ
の
外
界
の
実
在
が
他
の
実
在
論
諸
学
派
…
特
に
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
と
説
一
切
有
部
の
主
張
す
る
も
の
と
異
な
っ
て
い
る
と
し

　
　
て
、
後
者
を
批
判
す
る
部
分
と
の
三
部
に
分
つ
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
こ
の
順
序
に
し
た
が
い
、
綱
要
の
記
述
を
『
タ
ル
カ
バ
！
シ
ャ

　
　
一
』
全
体
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
理
論
に
よ
っ
て
補
説
し
な
が
ら
、
経
量
部
の
根
本
的
立
場
を
再
構
成
し
て
み
た
い
（
以
下
の
記
述
に
お
い
て
、

　
　
〈
　
〉
内
の
文
章
は
綱
要
に
あ
ら
わ
れ
る
交
章
の
意
訳
で
あ
る
）
。

　
　
　
e
認
識
論
　
　
経
量
部
に
よ
れ
ば
、
　
〈
青
そ
の
他
の
形
相
と
し
て
見
え
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
知
識
で
あ
っ
て
、
外
界
の
も
の
で
は
な

　
　
い
。
と
い
う
の
は
無
感
覚
（
砂
川
簿
）
な
も
の
は
（
知
識
の
対
象
と
し
て
）
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
（
唱
銅
鉱
鐙
）
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点

　
　
に
つ
い
て
、

　
　
　
感
官
の
尉
境
（
即
ち
外
界
）
そ
の
も
の
は
知
覚
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
、
た
だ
、
そ
れ
自
身
の
善
人
を
も
っ
た
知
識
を
生
ぜ
し
め
る

　
　
　
　
だ
け
で
あ
る
。

　
　
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
「
知
識
論
評
釈
荘
厳
」
の
著
者
（
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
；
カ
ラ
グ
プ
タ
）
も
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
　
　
も
し
青
い
も
の
が
知
覚
せ
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
（
知
識
）
の
外
に
あ
る
と
ど
う
し
て
い
え
よ
う
か
。
青
い
も
の
が
知
覚
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
　
　
ら
れ
て
い
な
い
と
き
に
は
、
そ
れ
が
外
界
で
あ
る
と
ど
う
し
て
い
え
よ
う
か
。
V

　
　
　
こ
こ
に
は
経
量
部
の
有
形
相
知
識
論
が
簡
潔
で
は
あ
る
が
、
よ
く
ま
と
ま
っ
た
形
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
最
初
の
一
節
お
よ
び
第

55

@
二
の
プ
ラ
ジ
ニ
ャ
…
カ
ラ
の
詩
句
は
、
外
界
そ
の
も
の
は
我
々
に
は
決
し
て
知
覚
さ
れ
な
い
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
我
々
の
知
識
の
内
容

11　
　
　
　
　
存
在
と
知
識
－
仏
教
哲
学
諸
派
の
論
争
一
⇔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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@
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
知
識
の
外
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
知
識
の
一
部
分
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
私
の
宮
前
に

　
　
あ
る
書
物
が
晃
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
書
物
が
私
の
表
象
と
し
て
知
識
の
中
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
も
し
書
物
が
全
く
知
識
の
外
に
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
が
私
の
知
識
の
対
象
、
す
な
わ
ち
知
識
の
内
容
と
し
て
見
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ

　
　
り
得
な
い
。
だ
か
ら
、
知
識
の
紺
象
は
知
識
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
綱
要
の
中
の
第
一
の
詩
句
の
後
半
は
、
外
界
の
異
境
は
自
己
の
形
根
を
投
げ
入
れ
る
原
因
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
、
知
識
を
生
ず

　
　
る
原
因
で
あ
り
、
か
つ
知
識
に
形
相
を
与
え
る
も
の
と
し
て
の
二
条
件
を
具
え
る
か
ら
、
ま
さ
し
く
認
識
の
対
境
と
い
い
う
る
と
言
っ
て

　
　
い
る
の
で
あ
る
。
認
識
の
対
境
に
関
す
る
こ
の
条
件
は
、
既
述
の
＆
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
こ
の
内
容
を
分
析
し
て
み
る
と
、
我
々
は
こ
こ
で
三
つ
の
問
題
を
と
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
第
　
は
な
ぜ
知

　
　
識
は
必
ず
形
根
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
、
第
二
は
知
識
は
自
覚
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
第
三
は
そ
の
自
覚

　
　
的
な
知
識
を
分
析
し
た
と
き
に
そ
の
構
造
は
い
か
に
理
解
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
臼
ゆ
有
形
相
知
識
論
　
　
外
界
の
対
境
は
そ
れ
ら
の
形
栢
を
知
識
に
投
げ
入
れ
る
。
我
々
が
知
覚
し
て
い
る
の
は
実
は
こ
の
知
識
の
中
に

　
生
じ
て
い
る
対
象
の
形
相
で
あ
っ
て
、
外
界
の
も
の
そ
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
わ
れ
た
。
こ
の
理
論
を
成
立
せ
し
め
る
根
拠
と
な
る
理

　
論
は
『
タ
ル
カ
バ
…
シ
ャ
ー
』
で
は
第
三
早
の
知
覚
論
の
末
尾
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
モ
ー
ク
シ
ャ
…
カ
ラ
は
〈
知
識
は
そ
の
鰐

　
境
の
形
籾
を
帯
び
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
知
識
に
形
絹
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
か
か
る
無
形

　
柏
の
知
識
は
い
か
な
る
も
の
を
認
識
し
て
い
る
時
に
も
同
じ
（
無
形
網
の
状
態
）
に
と
ど
ま
る
か
ら
、
我
々
は
個
々
の
知
識
の
対
象
を
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
れ
そ
れ
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
〉
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
じ
理
論
は
ド
ゥ
ル
ヴ
ェ
ー
カ
ミ
シ
ュ
ラ
の
『
ダ
ル
モ

　
　
ツ
タ
ラ
プ
ラ
デ
ィ
…
パ
』
及
び
ヴ
ィ
デ
ィ
ヤ
ー
カ
ラ
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
の
『
哲
学
階
程
』
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
書
物
で
は
、
も

　
し
知
識
が
、
説
扁
切
愛
部
や
ニ
ヤ
ー
や
派
の
い
う
よ
う
に
、
常
に
形
相
の
な
い
清
浄
な
も
の
と
し
て
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
か
か
る
知
識
に

　
よ
る
認
識
は
常
に
同
一
の
形
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
青
と
か
黄
と
か
い
う
も
の
が
対
境
と
な
っ
て
識
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
時
に
も
、



　
　
こ
れ
は
青
い
、
こ
れ
は
黄
だ
、
と
い
う
よ
う
な
、
我
々
が
実
際
に
経
験
し
て
い
る
個
々
の
対
境
に
応
じ
た
区
鋼
と
い
う
も
の
が
消
滅
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
し
ま
う
で
あ
ろ
う
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
し
か
し
、
こ
の
、
知
識
は
必
ず
形
相
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
理
論
は
、
む
し
ろ
、
我
々
に
は
知
識
以
外
の
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
は
で

　
　
き
な
い
、
と
い
う
理
論
を
前
提
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
認
識
さ
れ
て
い
る
形
編
が
対
境
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
知
識
の
一

　
　
部
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
認
識
と
は
要
す
る
に
知
識
の
自
己
認
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
我

　
　
我
は
経
量
部
の
云
う
知
識
の
自
己
認
識
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
㈲
知
識
の
自
覚
性
　
　
先
に
音
心
訳
し
た
経
町
学
説
綱
要
の
中
で
、
外
界
の
物
質
と
い
う
無
感
覚
な
も
の
は
知
識
の
対
象
と
し
て
見
え
る

　
　
こ
と
は
な
い
か
ら
、
我
々
の
認
識
し
て
い
る
青
・
黄
な
ど
の
形
相
は
す
べ
て
知
識
に
外
な
ら
な
い
、
と
い
わ
れ
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
は
、

　
　
我
々
に
認
識
さ
れ
て
い
る
芸
界
は
知
識
の
内
容
で
あ
り
、
知
識
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
が
あ
る
対

　
　
象
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
知
識
が
自
己
自
身
を
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
知
識
の
自
覚
に
外
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
経
量

　
　
部
に
と
っ
て
は
、
　
一
方
に
お
い
て
、
我
々
に
知
覚
さ
れ
な
い
、
顕
現
し
な
い
物
質
界
と
い
う
も
の
が
外
界
に
存
す
る
。
こ
れ
は
見
え
な
い
、

　
　
顕
現
し
な
い
も
の
、
無
感
覚
な
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
そ
の
よ
う
な
物
質
界
が
我
々
に
知
覚
さ
れ
る
晴
に
は
、
そ
れ
は
既
に
知
識
の
内
容
、

　
　
知
識
の
一
部
と
し
て
、
感
覚
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
世
界
は
ど
う
し
て
顕
現
す
る
か
と
い
う
理
由
を
、
経
量
部
は
、
見

　
　
え
て
い
る
世
界
は
要
す
る
に
知
識
で
あ
り
、
顕
現
し
知
覚
さ
れ
る
こ
と
は
知
識
に
の
み
所
属
し
、
物
質
に
は
存
在
し
え
な
い
本
質
で
あ
る

　
　
と
い
う
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
知
識
の
顕
現
性
を
知
識
の
自
覚
性
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
知
識
の
葭
垣
性
と
は
、
実

　
　
は
、
知
識
が
知
識
で
あ
っ
て
、
物
質
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
シ
ャ
…
ン
テ
ぐ
う
ク
シ
タ
は
、
こ
の
こ
と
を
次
の
詩
句
に

　
　
明
瞭
に
表
現
し
て
い
る
。

　
　
　
「
知
識
は
無
感
覚
な
物
質
と
矛
盾
し
た
性
質
を
も
っ
て
生
じ
て
い
る
。
こ
の
無
感
覚
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
自
覚
性
と
い
う
こ
と
で
あ

　
　
（
2
6
）

窟
る
。
」

1　
　
　
　
　
存
在
と
知
識
f
仏
教
哲
学
諮
派
の
論
争
一
⇔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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こ
の
よ
う
な
酒
量
部
の
知
識
の
心
覚
説
（
経
量
部
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
知
及
び
心
理
作
用
は
す
べ
て
自
覚
を
も
つ
が
、
今
は
心
理
作
用

に
は
触
れ
な
い
）
に
鰐
し
て
は
、
有
部
。
ニ
ヤ
ー
ヤ
。
ミ
ー
マ
ン
サ
…
な
ど
の
諸
学
派
か
ら
激
し
い
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
今

は
、
そ
れ
ら
の
主
要
な
も
の
二
、
三
を
紹
介
し
、
そ
れ
に
対
す
る
経
警
部
の
答
論
を
簡
単
に
解
説
す
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
既
に
第
一
章
で
触
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
形
態
の
批
判
が
な
さ
れ
る
。
凡
そ
作
用
と
い
う
も
の
は
作
用
す

る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
と
い
う
、
二
つ
の
別
個
の
も
の
の
問
に
成
立
す
る
。
た
と
え
ば
大
工
と
木
材
と
が
別
個
に
存
在
し
て
は
じ
め
て
そ

の
間
に
甥
断
ず
る
作
用
が
成
り
た
つ
。
そ
し
て
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
は
、
作
用
す
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
と
の
関
係
と

別
な
も
の
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
作
用
す
る
主
体
が
自
己
自
身
に
尊
し
て
作
用
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
同
じ
よ
う
に
、

知
識
が
自
己
自
身
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
こ
の
理
論
の
例
証
と
し
て
、
踊
子
、
刀
の
刃
、
火
な
ど
が
自
己
自
身
に
対

す
る
作
爾
を
な
さ
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
も
先
に
説
馨
し
た
の
と
岡
じ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
形
の
批
判
に
対
し
て
経
主
部
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
意
識
に
お
け
る
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
は
、
作
用
に

お
け
る
作
者
と
被
作
者
と
の
関
係
（
ζ
樋
彗
歎
く
幾
日
ぴ
｝
融
く
幾
）
と
は
異
な
っ
て
い
て
、
確
認
す
る
も
の
と
確
認
さ
れ
る
も
の
と
の
関
係

（
〈
饗
く
霧
夢
餌
薯
斧
く
嚇
く
霧
酔
｝
鼠
℃
路
鶯
5
ン
鋤
く
⇔
）
で
あ
る
。
例
え
ば
灯
火
は
自
己
自
身
を
照
ら
し
、
ま
た
、
我
々
が
、
桜
は
木
で
あ
る
、
と

い
う
判
断
を
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
こ
の
確
認
の
関
係
は
同
一
の
も
の
に
つ
い
て
成
立
し
う
る
。
確
認
の
関
係
と
は
論
理
的
関
係
に
外
な

ら
ず
、
そ
の
関
係
を
成
立
さ
せ
て
い
る
主
体
・
客
体
な
ど
の
諸
契
機
は
論
理
的
に
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
実
在
で
は
な
い
。
知
識
は

単
一
の
も
の
で
あ
っ
て
そ
の
中
に
主
体
・
客
体
∵
作
用
と
い
う
三
つ
の
部
分
が
実
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
自
覚
を
赤
々
に
存
在
す

る
作
者
と
発
作
考
と
の
聞
に
あ
り
う
る
作
用
と
同
一
視
す
べ
き
で
は
な
い
。
自
覚
と
は
知
識
が
自
ら
自
己
自
身
を
知
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、

事
実
と
し
て
は
主
体
・
客
体
・
作
用
と
に
分
析
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
、
と
。

　
経
量
部
に
よ
れ
ば
、
知
識
に
自
覚
性
が
な
け
れ
ば
対
象
を
認
識
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
い
う
の
は
、
対
象
が
知
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
対
象
が
知
識
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
我
々
が
、
こ
の
対
象
が
知
ら
れ
て
い
る
、
と
言
う
時
に
は
、



　
　
対
象
が
被
限
定
嚢
で
あ
り
、
知
識
が
限
定
者
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
た
と
え
ば
「
杖
を
有
つ
者
」
の
認
識
が
限
定
者
た
る
杖
の
認
識

　
　
な
し
に
は
成
立
し
な
い
よ
う
に
、
対
象
一
般
の
認
識
は
そ
の
限
定
事
た
る
知
識
の
認
識
な
し
に
は
な
り
た
た
な
い
。
し
か
も
こ
の
知
識
は
、

　
　
他
の
知
識
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
我
々
は
必
然
的
に
知
識
の
自
覚
性
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
際
、
な
ぜ
知

　
　
識
が
他
の
知
識
に
よ
っ
て
知
ら
れ
な
い
か
と
い
う
と
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
知
識
が
他
の
知
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

　
　
他
の
知
は
そ
の
知
識
と
同
量
に
存
在
す
る
か
、
あ
る
い
は
継
晴
的
に
存
在
す
る
か
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
存
在
し
て
い
る
二
つ
の
も
の

　
　
の
間
に
は
、
丁
度
牛
の
頭
の
二
つ
の
角
の
間
に
作
用
が
な
い
よ
う
に
、
資
益
す
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
と
の
関
係
が
な
い
か
ら
、
作
用
は

　
　
あ
り
得
な
い
。
ま
た
継
時
的
に
起
こ
っ
て
く
る
他
の
知
に
よ
っ
て
知
識
が
知
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
、
と
い
う
の
は
知
ら
る
べ
き
知
識
は
そ

　
　
の
聴
既
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
知
識
は
他
の
知
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
知
識

　
　
に
は
自
覚
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
有
部
や
ニ
ヤ
ー
や
学
派
は
こ
れ
に
薄
し
て
、
丁
度
視
感
官
そ
の
も
の
は
知
覚
さ
れ
な
く
て
も
色
と
い
う
鰐
象
は
認
識
で
き
る
よ
う
に
、

　
　
知
自
身
は
認
識
さ
れ
な
く
て
も
対
象
の
認
識
は
可
能
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
趣
旨
の
批
判
を
行
な
う
。
こ
の
形
態
の
批
判
も
す
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
第
一
章
に
お
い
て
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
経
織
部
は
こ
れ
に
対
し
て
、
視
感
官
の
喩
例
は
三
下
の
議
論
に
妥
当
し
な
い
と
い
う
。
色
が

　
　
知
ら
れ
て
い
る
時
に
、
対
象
た
る
色
を
限
定
し
て
い
る
の
は
眼
で
な
く
て
視
覚
と
い
う
知
識
で
あ
る
。
だ
か
ら
限
定
者
た
る
視
覚
が
知
ら

　
　
れ
な
い
限
り
、
被
限
定
者
た
る
色
は
認
識
さ
れ
な
い
、
と
答
え
る
。

　
　
　
ミ
ー
マ
ン
サ
！
学
派
は
知
識
の
非
知
覚
性
を
強
調
し
た
学
派
で
、
当
然
、
知
識
の
自
覚
を
説
く
経
垂
心
と
対
立
す
る
。
ミ
ー
マ
ン
サ
ー

　
　
派
に
よ
れ
ば
、
感
官
自
体
は
知
覚
さ
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
薄
象
の
認
識
も
説
明
出
来
な
い
か
ら
、
そ
の
存
在
が
推
理
さ
れ
る
。

　
　
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
知
識
も
そ
れ
欝
体
は
知
覚
さ
れ
な
い
が
、
対
象
が
知
ら
れ
る
と
い
う
事
実
を
通
し
て
そ
の
存
在
が
推
理
さ
れ
る
。

　
　
こ
の
場
合
、
対
象
が
知
ら
れ
て
い
る
．
ど
い
う
こ
と
は
、
対
象
の
上
に
、
所
知
性
（
搬
痒
。
鐡
）
あ
る
い
は
顕
現
性
（
嶺
餓
障
嚢
。
芝
⇔
）
と
い
う

59

@
属
性
が
生
起
し
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
属
性
が
対
象
を
認
識
し
て
い
る
知
の
存
在
を
推
理
せ
し
め
る
根
拠
に
な
る
、
と
い
う
。

11　
　
　
　
　
　
存
在
と
知
識
－
仏
教
哲
学
諸
派
の
論
争
一
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
r
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し
か
し
経
語
部
は
こ
の
所
知
性
或
い
は
顕
現
性
を
分
析
・
批
判
す
る
。
要
旨
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
も
し
緻
象
の
上
に
生
じ
て
き
た
顕

現
性
が
そ
れ
自
身
知
識
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
派
の
、
知
識
は
知
覚
さ
れ
な
い
と
い
う
定
説
に
よ
っ
て
、
知
覚
さ
れ

ず
、
顕
現
し
な
い
か
ら
、
顕
現
性
と
い
う
名
に
そ
む
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
等
方
、
顕
現
性
が
対
象
と
同
じ
よ
う
に
物
質
的
な
も
の
で
あ

る
と
し
て
も
、
物
質
は
無
感
覚
で
あ
る
か
ら
顕
現
し
な
い
。
更
に
こ
の
物
質
と
し
て
の
顕
現
性
が
も
う
一
つ
の
顕
現
性
に
よ
っ
て
照
ら
さ

れ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
第
二
の
顕
現
も
自
ら
顕
現
す
る
た
め
に
第
三
の
顕
現
性
を
必
要
と
し
、
第
三
は
第
四
を
と
い
う
よ
う
に
無
限

遡
及
の
誤
謬
に
陥
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
再
び
も
と
に
か
え
っ
て
、
知
識
の
自
覚
性
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
知
識
の
自
覚
に
つ
い
て
最
後
に
今
一
つ
の
問
題
が
あ
る
。
知
識
と
は
、
経
量
部
に
よ
れ
ば
、
直
接
知
と
間
接
知
と
の
二
種
に
分
類
さ
れ

る
。
こ
こ
に
い
う
直
接
知
と
は
概
念
や
判
断
を
ま
じ
え
な
い
純
粋
な
感
覚
で
あ
り
、
概
念
を
ま
じ
え
た
知
覚
判
断
は
推
理
と
岡
じ
よ
う
に

間
接
知
に
分
類
さ
れ
る
。
自
覚
は
も
と
よ
り
確
実
な
直
接
知
の
一
種
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
す
べ
て
の
知
識
や
感
情
に
自
覚
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
推
理
の
よ
う
な
間
接
知
も
直
接
知
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、
ま
た
誤
ま
っ
た
認
識
も
確
実
な
知
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
対
す
る
減
量
部
の
答
え
は
、
い
か
な
る
知
識
も
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
即
ち
、
自
覚
さ

れ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
確
実
な
知
識
で
あ
る
。
推
理
知
も
、
誤
知
も
そ
れ
自
体
は
確
実
な
知
識
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
は
外

界
の
対
訳
に
関
し
て
は
間
接
的
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
対
境
と
の
一
致
を
欠
く
た
め
に
誤
知
と
い
わ
れ
た
り
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
知
識
は
、

自
覚
と
し
て
は
、
す
べ
て
確
実
で
あ
る
と
い
う
こ
の
理
論
は
、
器
量
部
自
身
に
お
い
て
よ
り
も
、
唯
識
派
に
お
い
て
最
も
重
要
な
理
論
と

な
っ
た
。
実
に
、
唯
識
派
の
認
識
論
は
こ
の
経
義
部
の
自
覚
説
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の

　
（
2
8
）

で
あ
る
。

　
圖
認
識
の
構
造
　
　
先
に
、
モ
ー
タ
シ
ャ
ー
カ
ラ
の
経
量
接
接
綱
要
に
お
け
る
認
識
論
に
つ
い
て
三
つ
の
問
題
を
指
摘
し
、
そ
の
第
一
、

第
二
を
解
説
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
残
っ
て
い
る
第
三
の
問
題
は
認
識
の
構
造
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
認
識
の
過
程
、
構
造
、
分
類

に
関
す
る
理
論
は
、
経
量
部
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
し
か
も
一
応
別
個
な
学
派
と
し
て
も
取
扱
わ
れ
う
る
仏
教
論
理
学
派
の
詳
細
に
説



　
　
く
も
の
で
あ
る
。
我
々
の
主
題
と
か
け
は
な
れ
る
こ
と
を
怖
れ
て
、
こ
こ
に
は
ご
く
簡
潔
に
要
点
を
述
べ
る
に
と
ど
め
る
。

　
　
　
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
知
識
は
直
接
知
と
間
接
知
に
分
か
れ
る
。
直
接
知
の
対
象
は
個
別
的
・
瞬
間
的
に
顕
現
す
る
、
鄭
ち
、
感
覚
せ

　
　
ら
れ
る
独
自
絹
（
ω
く
巴
欝
聖
画
簿
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
薩
接
知
は
概
念
を
ま
じ
え
な
い
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
間
接
知
の
対
象

　
　
は
一
般
者
（
ω
飴
網
嚢
⇔
《
餌
）
即
ち
種
を
意
味
す
る
概
念
で
あ
る
。
間
接
知
は
概
念
を
ま
じ
え
た
も
の
す
べ
て
、
観
念
・
判
断
・
推
理
・
そ
の

　
　
言
語
的
表
現
を
含
む
。
こ
の
二
種
類
の
知
識
は
本
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
の
問
に
因
果
関
係
は
存
在
す
る
。
即
ち
、

　
　
直
接
知
は
そ
れ
自
体
は
概
念
を
離
れ
て
い
る
が
、
そ
の
認
識
の
直
後
に
概
念
知
を
生
起
さ
せ
る
原
因
と
な
る
。
青
色
を
感
覚
し
た
瞬
聞
に

　
　
我
々
は
直
接
知
を
蒋
つ
が
、
そ
σ
す
ぐ
あ
と
に
「
こ
れ
は
青
い
」
と
い
う
判
断
を
有
つ
に
至
る
。
そ
の
直
後
に
概
念
知
が
生
ず
る
こ
と
が
、

　
　
直
接
知
の
世
間
的
有
用
性
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
直
接
知
は
細
分
す
れ
ば
、
感
官
知
（
す
下
身
ε
蟄
舞
）
・
意
感
覚
（
壼
蓼
器
鋤
鷲
無
饗
常
p
。
）
・
自
覚
（
。
。
く
霧
⇔
旨
く
＆
9
惹
）
・
ヨ
ー
ガ
養
老
の

　
　
知
（
図
O
σ
q
ご
鋒
9
⇔
鋤
）
の
四
種
と
な
る
。
　
こ
の
う
ち
外
界
の
対
境
を
持
つ
も
の
は
感
官
知
だ
け
で
、
後
の
三
者
は
直
接
に
外
界
の
対
境
に
関

　
　
係
し
な
い
。
認
識
論
的
に
最
も
重
要
な
も
の
は
も
と
よ
り
感
官
知
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
構
造
を
簡
単
に
説
明
し
よ
う
。

　
　
　
先
に
自
覚
の
問
題
を
論
ず
る
際
に
書
及
し
た
よ
う
に
、
認
識
は
部
分
に
分
析
で
き
な
い
単
一
の
事
実
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
主
観
・
客
観

　
　
に
分
析
し
て
、
認
識
の
構
造
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
概
念
知
の
領
域
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
経
黒
部
も
、
そ
れ
が
論
理

　
　
的
分
析
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
感
官
知
の
構
造
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
し
ば
し
ば
述
べ
る
よ
う
に
、
経
上
部
に
と
っ
て
、
外

　
　
界
の
対
境
は
知
覚
は
さ
れ
な
い
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
青
い
対
境
一
そ
れ
が
青
い
も
の
で
あ
る
こ
と
自
体
推
理
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
る

　
　
の
で
あ
る
が
一
に
も
と
づ
い
て
二
種
の
知
識
が
生
ず
る
。
一
つ
は
そ
の
外
界
の
対
境
が
知
識
の
中
に
投
げ
入
れ
た
青
い
形
摺
（
嵩
冨
訂
鑓
）

　
　
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
そ
の
形
相
を
知
覚
し
て
い
る
意
識
（
嵩
冨
げ
。
山
ゲ
器
く
p
。
び
『
鋤
く
螢
）
で
あ
る
。
　
こ
の
二
つ
は
そ
れ
ぞ
れ
論
理
的
に
設
定

　
　
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
認
識
の
中
の
青
い
形
相
は
外
界
の
対
境
と
の
間
に
類
似
性
（
ω
鋤
開
銀
℃
八
日
）
を
も
っ
て
い
る
。
も

簸
　
と
よ
り
こ
の
類
似
性
も
、
我
々
が
青
議
宏
認
識
し
た
後
に
そ
の
虫
窪
い
無
難
を
獲
得
し
う
る
と
い
う
事
実
か
ら
推
理
さ
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

1　
　
　
　
　
存
在
と
知
識
一
仏
教
哲
学
諸
派
の
論
争
…
⇔
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62！1

@
こ
の
外
界
の
五
境
と
認
識
の
形
相
と
の
問
の
経
験
的
一
致
で
あ
る
類
似
性
が
そ
の
直
接
知
の
確
実
性
の
根
拠
で
あ
る
。
も
し
青
い
も
の
を

　
　
認
識
し
な
が
ら
、
我
々
が
行
動
を
起
こ
し
て
青
い
も
の
に
劉
達
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
認
識
は
誤
知
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
確

　
　
実
な
認
識
に
お
い
て
は
、
認
識
の
形
栢
と
外
界
の
竜
馬
と
の
間
に
こ
の
類
似
性
が
あ
る
わ
け
で
、
こ
の
類
似
性
が
認
識
の
作
具
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
に
対
し
て
そ
の
青
い
形
相
を
見
て
い
る
意
識
の
方
は
、
い
わ
ば
認
識
の
結
果
と
し
て
の
知
識
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
は
ニ
ヤ
ー

　
　
ヤ
学
派
を
初
め
と
す
る
イ
ン
ド
の
論
理
学
が
、
認
識
を
常
に
、
作
具
（
℃
鑓
欝
碧
鶴
）
と
結
果
と
し
て
の
知
識
（
℃
猿
ヨ
繊
）
と
に
分
け
て
説

　
　
萌
す
る
の
に
順
じ
て
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
経
容
認
の
論
理
学
者
は
こ
の
よ
う
に
分
析
的
に
説
明
し
た
あ
と
で
、
再
び
、
事

　
　
実
と
し
て
は
、
か
か
る
原
因
と
結
果
、
即
ち
、
認
識
の
平
面
と
知
識
と
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
び
、
認
識
と
は
知
の
自
覚
に
外
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

四

　
⇔
外
界
実
在
論
　
　
経
量
部
の
存
在
論
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
ま
ず
そ
の
外
界
実
在
論
に
触
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
モ
ー
ク
シ
ャ
…
カ
ラ

の
経
警
部
説
綱
要
で
は
、
前
述
の
認
識
論
の
末
尾
に
お
い
て
、
　
〈
も
し
顕
現
し
て
い
る
も
の
が
知
識
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、
汝

は
外
界
の
存
在
を
ど
う
し
て
知
り
う
る
か
〉
と
い
う
反
論
者
の
疑
問
を
設
定
し
、
そ
れ
に
対
し
て
経
営
部
の
外
界
存
在
の
論
証
が
次
の
よ

う
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
〈
外
界
の
実
在
の
論
証
は
否
定
的
遍
充
に
基
づ
い
て
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
。
青
そ
の
他
の
形
相
は
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
お
い
て
、
あ
ら

ゆ
る
時
に
顕
現
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
そ
の
形
栢
は
我
々
自
身
の
質
料
因
鄭
ち
一
剃
那
箭
の
心
流
の
み
か
ら
生
ず
る
の
だ
と
考
え
る

こ
と
も
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
形
相
が
あ
る
特
定
の
対
境
に
関
し
て
の
み
生
起
す
る
理
由
が

説
虜
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
我
々
の
心
流
の
直
前
の
剃
那
と
は
別
に
、
こ
れ
ら
の
形
柑
の
原
因
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ

っ
て
こ
れ
ら
が
あ
る
特
定
の
場
灰
と
時
に
お
い
て
起
こ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
、
な
に
も
の
か
が
存
在
す
る
に
ち
が
い
な
い
と
た
し
か
め



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
ら
れ
る
。
こ
の
何
も
の
か
が
外
界
の
実
在
な
の
で
あ
る
。
〉

　
　
　
こ
れ
と
同
種
の
議
論
は
、
プ
ラ
ジ
ニ
ャ
…
カ
ラ
グ
プ
タ
の
『
知
識
論
評
釈
荘
厳
』
（
や
ω
⑩
ピ
ポ
侮
即
）
・
ヴ
ァ
！
チ
ャ
ス
パ
テ
ィ
ミ
シ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
翼
3
）

　
　
う
の
『
タ
ー
ト
パ
リ
ヤ
テ
ィ
ー
カ
！
』
・
『
ニ
ヤ
ー
ヤ
カ
ニ
カ
ー
』
。
『
パ
ー
マ
テ
ィ
ー
』
な
ど
の
諸
処
に
見
え
、
ま
た
先
に
紹
介
し
た
金
倉

　
　
博
士
の
『
サ
ル
ヴ
ァ
ダ
ル
シ
ャ
ナ
サ
ン
グ
ラ
バ
』
か
ら
の
和
訳
の
中
に
も
存
在
し
た
。
こ
れ
は
唯
識
派
が
す
べ
て
の
現
象
を
ア
ー
ラ
や
識

　
　
と
い
う
根
源
的
な
意
識
の
所
　
産
と
し
、
外
界
の
存
在
を
否
定
す
る
の
に
対
し
て
経
警
部
が
提
出
す
る
外
界
実
在
論
の
典
型
的
な
も
の
で
あ

　
　
る
。
唯
識
派
に
も
ア
ー
ラ
や
識
の
存
在
を
主
張
す
る
無
相
唯
識
派
と
、
そ
の
存
在
を
認
め
ず
、
す
べ
て
の
現
象
を
前
刹
那
の
意
識
か
ら
生

　
　
起
す
る
と
す
る
有
相
唯
識
派
と
が
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
認
識
さ
れ
る
盤
上
が
心
流
の
前
刹
那
を
質
料
因
と
し
て
生
じ
て
く
る

　
　
の
で
あ
っ
て
、
外
界
の
存
在
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
点
で
は
等
し
い
。
対
論
の
詳
細
は
後
章
に
ゆ
ず
る
が
、
思
量
部
の
論
証
は
次
の
点

　
　
を
中
心
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
私
自
身
が
歩
い
た
り
話
し
た
り
す
る
意
志
を
持
っ
て
い
な
い
の
に
、
他
人
が
歩
い
た
り
話
し
た
り
す
る
表

　
　
象
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
象
は
私
自
身
の
意
識
を
根
拠
と
し
て
は
説
明
で
き
ず
、
当
然
、
私
と
は
異
な
っ
た
他
の
入
格
の
存
在
を
予
想

　
　
す
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
る
表
象
が
特
定
の
時
と
処
に
お
い
て
の
み
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
外
界
の
紺
境
の
存

　
　
在
を
推
理
せ
し
め
る
。
ア
…
ラ
や
識
あ
る
い
は
繭
豊
富
の
意
識
か
ら
す
べ
て
の
表
象
が
生
ず
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
意
識
は
す

　
　
べ
て
の
表
象
の
種
子
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
表
象
が
同
時
に
問
処
に
生
起
す
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
あ
る
特
定
の
表

　
　
象
だ
け
が
今
、
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
我
々
は
、
知
覚
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
我
々
の
意
識

　
　
と
は
異
な
っ
た
外
界
の
存
在
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
モ
ー
タ
シ
ャ
ー
カ
ラ
の
思
量
部
説
綱
要
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
証
囲
さ
れ
た
、
知
覚
さ
れ
な
い
な
に
も
の
か
と
し
て
の
外
界

　
　
の
実
在
が
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
ヵ
派
の
主
張
す
る
六
種
の
実
在
の
い
ず
れ
で
も
な
い
こ
と
を
論
じ
、
こ
れ
ら
六
種
の
実
在
の
存
在
性
を
次

　
　
次
と
否
定
す
る
議
論
が
行
な
わ
れ
る
。
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
・
ニ
ヤ
ー
ヤ
・
有
部
な
ど
の
実
在
論
諸
学
派
は
我
々
の
知
覚
の
鰐
象
と
し
て

鵬
．
航
ら
六
種
の
実
在
、
髪
、
λ
て
い
る
わ
け
で
、
経
論
部
の
よ
う
に
精
密
に
認
識
論
的
分
析
、
暑
な
．
た
上
で
、
な
お
か
つ
外
界
の
実
在
、
。

1
　
　
　
　
　
　
存
窟
と
知
識
一
仏
数
哲
学
諸
派
の
論
争
…
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
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主
張
す
る
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
基
本
的
な
立
場
が
異
な
っ
て
い
る
以
上
、
こ
こ
で
経
量
部
の
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
存
在

論
批
判
の
詳
総
に
立
ち
入
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
経
量
部
の
存
在
論
の
最
も
重
要
な
も
の
と
し
て
、
そ
の
全
体
性
批
判
と
刹
那
滅
論
と
に

簡
単
・
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
派
の
六
種
の
範
疇
の
う
ち
の
実
体
は
地
・
水
・
火
・
風
の
四
元
素
と
虚
空
・
時
問
・
方
角
・
我
・
意
と
の
合
計
九

実
体
を
含
む
。
後
の
五
種
の
う
ち
、
虚
空
・
時
間
・
方
角
の
三
つ
は
単
一
・
不
滅
・
遍
在
で
あ
り
、
我
は
不
滅
・
遍
在
で
あ
り
、
意
は
不

滅
で
あ
る
。
先
の
四
元
素
は
原
子
と
し
て
見
ら
れ
た
蒔
に
は
不
滅
で
あ
る
が
、
原
子
の
集
合
か
ら
成
立
し
た
結
果
と
し
て
み
ら
れ
た
時
に

は
無
常
な
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
不
滅
な
る
原
子
は
現
実
に
存
在
す
る
事
物
の
構
成
要
素
で
あ
り
、
現
実
の
事
物
は
原
子
の
集
合

の
結
果
と
し
て
夫
々
一
つ
の
全
体
性
（
9
〈
鑓
蜜
p
Ω
〈
榊
コ
）
を
も
っ
た
個
物
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
壼
と
い
う
一
つ
の
個
物
は
、
　
一

定
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
原
子
が
集
合
し
た
結
果
、
　
一
つ
の
全
体
性
と
し
て
で
き
上
が
っ
て
き
て
い
る
。
我
々
が
あ
る
対
象
を
壷
と
い
う

一
つ
の
忌
物
と
し
て
認
識
し
う
る
の
は
、
壷
と
し
て
の
全
体
性
が
単
な
る
原
子
の
集
合
の
上
に
付
加
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う

の
が
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
派
の
意
見
で
あ
る
。

　
経
量
都
は
、
し
か
し
、
か
か
る
単
一
な
る
実
体
と
し
て
の
全
体
性
と
い
う
も
の
が
、
壷
の
各
部
分
と
別
に
は
顕
現
し
な
い
し
、
顕
現
し

な
い
も
の
が
知
覚
の
対
象
と
し
て
実
在
す
る
と
い
う
こ
と
も
認
め
な
い
。
我
々
が
見
て
い
る
壷
は
近
接
し
た
各
部
分
の
集
合
に
す
ぎ
ず
、

そ
れ
ら
の
部
分
を
は
な
れ
て
、
壷
と
い
う
単
一
な
存
在
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
個
物
の
全
体
性
と
し
て
の
、
単
一
な
実
体
と
し

て
の
壷
の
存
在
を
認
め
な
い
量
定
部
は
、
粗
大
な
蕃
境
と
し
て
の
壷
を
我
々
の
表
象
の
属
性
（
箕
象
皆
ぴ
鋤
ω
a
げ
鍵
ヨ
p
。
）
と
し
て
の
み
認
め
、

か
か
る
も
の
を
外
界
の
実
在
と
は
考
え
な
い
。
外
界
の
実
在
は
知
覚
さ
れ
は
し
な
い
。
そ
れ
は
第
二
次
的
に
の
み
知
ら
れ
る
、
即
ち
推
理

し
、
要
請
さ
れ
る
原
子
の
集
積
に
す
ぎ
な
い
。
か
か
る
原
子
の
集
積
は
自
ら
は
知
覚
さ
れ
ず
、
た
だ
我
々
の
知
の
上
に
一
つ
の
粗
大
な
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

相
を
与
え
る
因
果
的
効
力
を
も
っ
て
い
る
と
経
量
部
は
い
う
の
で
あ
る
。

　
我
々
の
認
識
し
て
い
る
豊
根
は
、
そ
の
ま
ま
実
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
知
識
と
し
て
存
在
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
尉



　
　
象
と
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
で
は
実
在
と
は
何
で
あ
る
か
。
経
量
部
に
よ
れ
ば
、
実
在
と
は
閣
菓
的
効
力

　
　
（
舞
夢
犀
ξ
舗
。
。
㊤
ヨ
毘
夢
）
に
風
な
ら
な
い
。
外
界
の
実
在
と
し
て
推
理
さ
れ
た
原
子
の
集
積
は
、
我
々
の
知
識
の
上
に
そ
の
形
相
を
与
え

　
　
る
と
い
う
困
果
的
効
力
を
も
っ
て
い
る
か
ら
実
在
で
あ
る
。
他
方
、
知
識
は
、
そ
れ
が
確
実
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
対
境
に
到
達
せ
し
め

　
　
る
と
い
う
因
果
的
効
力
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
確
実
な
知
識
は
因
果
的
効
力
を
も
つ
故
に
実
在
で
あ
る
。
経
面
部
が
物
心
二
元

　
　
論
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
、
因
果
的
効
力
と
し
て
定
義
さ
れ
る
実
在
性
が
外
界
の
原
子
の
集
積
と
確
実
な

　
　
知
識
と
に
だ
け
あ
る
、
と
理
解
さ
れ
た
と
き
に
の
み
正
し
い
も
の
と
な
る
。

　
　
　
さ
て
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
経
量
部
が
な
ぜ
刹
那
滅
論
を
重
視
し
た
か
と
い
う
理
由
を
我
々
は
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
刹
那
滅

　
　
論
は
経
童
部
に
限
ら
ず
、
仏
教
諸
学
派
に
共
通
の
理
論
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
…
　
　
世
に
髪
膚
な
法
体
と
い
う
も
の
を
想
定
す
る
説
一
切
有

　
　
部
に
と
っ
て
は
、
現
象
の
刹
那
滅
性
は
成
立
し
て
も
、
本
質
の
世
界
は
刹
那
滅
で
は
な
い
。
一
切
の
現
象
を
心
の
あ
ら
わ
れ
と
す
る
唯
識

　
　
派
に
と
っ
て
は
、
刹
那
滅
と
い
う
こ
と
は
心
流
の
刹
那
滅
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
我
々
の
心
が
瞬
間
的
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

　
　
原
始
仏
教
以
来
強
調
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
、
誰
も
が
認
め
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
刹
那
滅
論
は
唯
識
派
に
と
っ
て
は
、
当
然

　
　
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
を
、
外
な
る
世
界
も
内
な
る
心
も
、
本
質
的
な
存
在
と
し
て
み
と
め
な
い
中
観
派
に
と
っ
て
は
、
勝
義
的
に

　
　
は
詞
那
汗
性
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
れ
は
幻
の
ご
と
き
現
象
と
説
明
す
る
だ
け
の
理
論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
刹
那
滅
論
は
内
と
外
の
二

　
　
種
の
実
在
を
認
め
な
が
ら
、
し
か
も
実
在
性
を
因
果
的
効
力
と
規
定
す
る
瀟
瀟
部
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。

　
　
　
さ
て
、
存
在
し
て
い
る
も
の
が
す
べ
て
刹
那
滅
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
証
明
は
識
量
部
の
哲
学
者
た
ち
に
と
っ
て
終
始
本
質
的
な

　
　
課
題
で
あ
っ
た
。
我
々
の
心
の
流
れ
が
瞬
間
的
に
生
滅
を
く
り
か
え
す
こ
と
は
理
解
し
や
す
い
が
、
机
と
い
う
よ
う
な
外
物
も
刹
那
滅
的

　
　
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
知
覚
に
よ
っ
て
は
知
ら
れ
な
い
。
机
の
表
象
は
、
知
識
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
知
識
と
し
て
の
机
は
刹
那
滅
と

　
　
し
て
知
覚
で
き
る
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
経
黒
部
の
是
認
す
る
、
机
と
い
う
表
象
を
我
々
に
与
え
て
い
る
外
境
は
、
ど
う
し
て
、
刹

鵬
客
振
的
で
あ
る
と
い
．
奮
か
、
．
あ
外
境
の
鋼
那
滅
性
の
証
明
が
最
も
重
要
な
．
」
と
と
な
る
。
さ
て
、
経
量
部
に
よ
れ
ば
、
存
在
と
は
因

－　
　
　
　
　
　
存
在
と
知
識
一
仏
教
哲
学
諸
派
の
論
争
…
⇔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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@
果
的
効
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
非
刹
那
減
的
な
も
の
は
営
営
的
効
力
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明

　
　
で
き
れ
ば
、
非
刹
那
滅
的
な
も
の
は
存
在
し
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
そ
の
上
質
換
位
に
あ
た
る
命
題
、
す
べ
て
の
存
在
す
る
も
の
は
刹

　
　
那
劇
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
墾
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
非
刹
那
滅
的
と
い
う
こ
と
は
常
住
不
滅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

　
　
の
際
、
生
じ
た
瞬
間
に
滅
す
る
と
い
う
こ
と
が
刹
那
滅
の
意
味
で
あ
り
、
非
難
邦
滅
と
は
同
一
の
本
質
を
も
っ
て
永
続
す
る
も
の
の
意
味

　
　
で
あ
る
。
反
論
者
は
、
瞬
間
に
生
滅
す
る
も
の
で
も
、
永
続
す
る
も
の
で
も
な
い
、
あ
る
＝
疋
の
期
間
存
続
す
る
も
の
を
考
え
る
か
も
し

　
　
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
不
合
理
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
諾
と
い
う
も
の
が
二
瞬
間
存
在
す
る
本
性
を
も
っ
て
生
じ
て
き
て
い

　
　
る
な
ら
ば
、
そ
の
第
二
の
瞬
間
（
1
¢
）
に
お
い
て
も
同
じ
そ
の
本
性
を
も
ち
つ
づ
け
る
に
ち
が
い
な
い
。
も
し
そ
の
二
瞬
閥
存
続
す
る
と

　
　
い
う
本
性
を
も
ち
つ
づ
け
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
生
じ
た
第
一
の
瞬
間
に
お
け
る
躍
と
は
異
な
っ
た
ツ
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
、

　
　
そ
の
¢
と
ツ
と
を
同
一
物
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
銑
が
¢
と
同
じ
二
瞬
間
存
続
す
る
本
質
を
も
ち
つ
づ
け
れ
ば
、
銑
は
も
う
二

　
　
瞬
間
存
続
し
て
挽
と
な
る
が
、
こ
の
挽
も
ま
た
二
瞬
聞
存
続
す
る
本
性
を
も
つ
か
ら
、
結
局
¢
は
永
久
に
存
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
し
た
が
っ
て
、
も
し
、
も
の
が
二
瞬
間
存
続
す
る
こ
と
を
許
せ
ば
、
そ
れ
が
永
遠
に
存
続
す
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か

　
　
ら
も
の
は
、
生
じ
た
瞬
間
に
滅
す
る
か
、
あ
る
い
は
永
久
に
存
在
す
る
か
の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
し
か
し
、
も
し
永
久
に
同
一
性
を
も
っ
て
存
続
す
る
も
の
が
存
在
す
る
、
即
ち
、
因
果
的
効
力
を
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
も
の

　
　
は
各
瞬
間
に
同
じ
因
果
作
用
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
た
と
え
ば
壷
は
過
去
に
お
け
る
作
用
、
現
在
・
未
来
に
お
け
る
作
用
の
す

　
　
べ
て
を
現
在
の
一
瞬
に
お
い
て
行
な
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
現
在
に
あ
る
壼
が
昨
臼
盛
っ
た
ミ
ル
ク
を
今
も
盛
り
、
現
在
盛
る
水
を
今
も
盛

　
　
り
、
明
日
盛
る
べ
き
米
を
今
も
盛
る
と
い
う
こ
と
は
し
か
し
不
合
理
で
あ
る
。
稲
の
種
子
が
、
も
し
、
永
久
に
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ

　
　
の
種
子
は
各
瞬
間
に
、
そ
し
て
永
遠
に
稲
の
芽
を
生
じ
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
経
験
さ
れ
な
い
の
は
、
種
子
や
壷
が
、

　
　
各
瞬
間
ご
と
に
そ
の
本
質
を
、
す
な
わ
ち
、
作
用
を
変
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
各
瞬
間
に
異
な
っ
た
も
の

　
　
に
生
ま
れ
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
と
つ
く
。
こ
れ
が
も
の
は
刹
那
滅
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。



　
　
　
一
体
因
果
作
用
と
い
う
も
の
は
一
時
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
か
、
継
時
的
に
行
な
わ
れ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
　
一
時
的
・
継
蒋
的
と

　
　
い
う
こ
と
は
い
ず
れ
に
し
て
も
変
化
、
即
ち
時
間
性
を
予
想
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
永
遠
不
滅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
超
時
間
的
で
あ

　
　
り
、
変
化
を
超
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
永
遠
不
滅
な
る
も
の
は
い
か
な
る
作
用
を
も
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、

　
　
存
在
性
と
は
因
果
作
用
を
行
な
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
永
遠
不
滅
な
る
も
の
が
因
果
作
用
を
行
な
う
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

　
　
そ
れ
が
存
在
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
存
在
し
て
い
る
も
の
は
刹
那
滅
的
な
あ
り
方
で
の
み
存
在
し
う
る
と
い

　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
　
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
経
量
部
の
主
要
理
論
…
は
決
し
て
以
上
で
尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
有
神
論
批
判
（
豚
く
舞
餌
ω
餌
匹
ぴ
勲
欝
敷
銀
鯨
留
心
鱒
）
・
ア
ポ
ー

　
　
僻
論
（
巷
。
ゲ
餌
ぐ
鋤
鮎
餌
）
・
唯
我
論
批
判
（
ω
⇔
旨
鐡
昌
鞍
壷
⇔
鑓
ω
己
仙
ぼ
）
・
一
切
智
者
論
（
ω
碧
く
二
二
斜
。
・
錠
く
舜
。
。
。
爲
く
a
数
餌
）
。
さ
ら
に
内
遍
充

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
　
（
弩
露
署
愚
唱
甑
）
と
外
遍
充
（
び
飴
搾
く
愚
℃
8
の
論
争
・
帰
謬
論
証
（
箕
霧
器
σ
q
論
理
¢
ヨ
鋤
き
）
　
な
ど
の
論
理
学
上
の
新
理
論
が
あ
る
。
こ

　
　
の
う
ち
で
も
、
帰
謬
論
証
は
、
知
覚
さ
れ
な
い
外
界
や
、
知
覚
さ
れ
な
い
剃
那
滅
性
の
論
証
の
た
め
に
発
展
さ
せ
ら
れ
た
新
し
い
論
証
方

　
　
法
で
あ
る
。
推
理
は
知
覚
に
依
存
す
る
と
い
う
イ
ン
ド
論
理
学
一
般
の
呂
調
を
打
破
し
、
．
知
覚
に
依
存
し
な
い
推
理
の
可
能
性
を
開
い
た

　
　
も
の
と
し
て
画
期
的
な
理
論
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
一
々
の
理
論
に
こ
こ
で
立
ち
入
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
。
こ
の
よ

　
　
う
な
諸
理
論
が
展
開
さ
れ
る
た
め
の
基
本
的
立
場
は
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
主
要
理
論
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
と

　
　
思
う
。

　
　
　
な
お
上
に
紹
介
し
た
基
本
的
理
論
に
つ
い
て
も
な
お
今
後
の
研
究
に
よ
っ
て
さ
ら
に
窮
確
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
が
残
っ
て
い
る
。

　
　
そ
の
第
一
は
、
経
量
部
の
初
期
の
諸
理
論
と
、
発
展
し
た
後
期
の
諸
理
論
と
の
間
に
差
異
の
あ
る
こ
と
が
当
然
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
を
区

　
　
別
し
、
発
展
の
あ
と
づ
け
を
行
な
う
こ
と
が
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
第
二
は
経
警
部
の
認
識
論
と
唯
識
派
の
そ
れ
と
の
差
異
を
明

　
　
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
、
こ
の
学
派
を
唯
識
派
か
ら
基
本
的
に
鷹
製
せ
し
め
る
も
の
は
、
そ
の
外
界
実
在
論
と
刹
那
滅
．

膨
　
論
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
別
と
し
て
、
知
識
の
自
覚
説
．
有
形
相
論
．
そ
の
構
造
な
ど
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
荷
学
派
の
理
論
は
き
わ

1
　
　
　
　
　
　
存
在
と
知
識
－
仏
教
哲
学
諸
派
の
論
争
1
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



　
　
　
　
　
　
紺
誓
島
ず
研
究
　
　
第
五
養
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

6811

@
め
て
類
似
し
て
い
る
。
そ
れ
が
ま
た
、
ダ
ル
マ
キ
…
ル
テ
ィ
以
後
の
哲
学
者
達
が
経
量
・
喩
伽
総
合
派
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。
し

　
　
か
し
今
後
、
こ
れ
ら
の
理
論
の
細
部
に
お
け
る
両
派
の
区
別
を
と
り
だ
す
心
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
章
で
唯
識

　
　
派
の
認
識
論
を
と
り
あ
つ
か
う
際
に
、
で
き
る
だ
け
の
努
力
を
払
う
つ
も
り
で
あ
る
。
　
（
未
完
）

　
　
　
註

　
　
　
（
1
）
Ω
・
℃
巴
ヨ
餌
墨
夢
ω
・
蒙
謎
評
○
措
ぎ
⇔
鼠
山
①
＜
血
8
ヨ
Φ
ロ
け
。
｛
島
①
夢
8
蔓
。
臨
ミ
篭
，
δ
、
幕
ミ
・
隷
菩
熟
§
・
凄
”
（
以
下
冒
巳
ド
と
略
称
）

　
　
　
　
ゆ
ω
○
諺
ω
×
×
戸
ρ
や
器
G
。
’

　
　
　
（
2
）
　
冠
導
倶
含
論
六
巻
十
五
丁
裏
以
下
の
有
部
と
経
量
部
の
論
争
参
照
。

　
　
　
（
3
）
　
た
と
え
ば
、
本
稿
第
一
輩
で
と
り
あ
つ
か
っ
た
異
見
説
と
識
見
説
の
論
争
に
お
い
て
経
堂
部
が
、
視
覚
に
お
い
て
は
心
と
心
作
用
と
が
共
岡
し

　
　
　
　
て
見
る
の
だ
と
す
る
和
合
口
説
を
と
っ
て
い
た
こ
と
も
、
こ
の
傾
向
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
考
え
ら
れ
る
。
　
『
哲
学
研
究
』
第
五
〇
〇
号
二
一
九
頁

　
　
　
　
参
照
。

　
　
　
（
4
）
　
山
口
益
『
世
栽
の
成
業
論
』
ニ
ニ
、
六
四
一
七
七
頁
参
照
。
原
子
の
集
積
の
仕
方
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
唯
識
派
を
論
ず
る
次
章
で
詳

　
　
　
　
論
ず
る
。

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

由
口
益
『
世
親
の
成
業
論
』
、
特
に
序
論
第
四
節
（
三
五
一
五
二
頁
）
参
照
。

こ
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
一
輩
（
哲
学
研
究
五
〇
〇
号
）
、
特
に
二
三
一
頁
以
下
参
照
。

『
世
親
の
成
業
論
』
序
論
お
よ
び
本
文
解
釈
の
十
二
節
参
照
。

O
h
勺
・
Q
。
・
白
飴
↓
滞
ω
9
葺
目
碧
巳
窮
夢
8
q
。
｛
昏
警
（
以
下
珍
獣
N
と
略
称
）
、
し
ご
ω
○
諺
ω
×
×
算
P
や
漣
膳

ジ
ャ
イ
ニ
は
こ
の
よ
う
な
種
子
の
一
種
で
あ
る
。
α
P
畜
B
甲
貯
誌
巴
？
山
7
鍵
ヨ
㊤
・
露
智
が
大
乗
の
如
来
蔵
と
開
係
が
あ
る
こ
と
を
諭
じ
て
い
る
。

匂
既
臨
b
Q
”
ワ
逡
G
Q
幽
亀
・

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

本
稿
第
…
章
二
三
一
頁
及
び
註
（
3
2
）
参
照
。

智
陣
鉱
ど
℃
●
G
η
駆
早
置
ご
尊
肖
．
赤
印
〔
三
タ
、
緑
葉
さ
惣
φ
頴
臨
。
。
・
○
豆
回
δ
山
霧
じ
ゴ
¢
畿
凱
ω
B
二
伊
ω
●
お
H
点
8
．

『
世
親
の
成
業
論
』
一
二
コ
口
項
（
二
二
三
一
四
頁
）
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
重
三
戒
の
注
釈
（
二
二
八
頁
）
。

『
世
親
の
成
業
論
』
二
三
…
二
四
頁
。

岡
右
二
一
頁
。
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（
1
5
）
　
金
倉
円
照
「
外
教
の
文
献
に
み
え
る
経
部
説
」
（
山
口
博
士
還
暦
記
念
印
度
学
仏
教
学
論
叢
五
五
…
六
八
頁
）
。

（
1
6
）
　
6
a
・
6
b
等
の
記
号
は
そ
の
項
類
が
第
一
節
で
列
挙
し
た
経
量
部
理
論
の
㈲
項
等
と
岡
一
童
題
に
属
す
る
こ
と
を
示
す
。
樹
か
ら
偶
へ
番
暑

　
が
と
ん
で
い
る
の
も
、
第
一
節
と
関
係
き
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
1
7
）
野
澄
ぼ
く
嘉
暦
Φ
℃
o
g
ω
凶
炉
冒
。
切
。
＆
島
露
。
。
ヨ
①
島
、
巷
猿
ω
同
語
ω
o
ξ
8
。
。
ぴ
夷
げ
資
§
だ
壽
ρ
い
Φ
ζ
¢
除
o
p
簿
類
円
（
6
0
ピ
6
0
N
）
・

（
1
8
）
　
○
や
O
び
9
ρ
嬬
ヨ
2
欝
完
唱
録
留
℃
餌
”
目
簗
8
略
×
×
．

（
1
9
）
　
国
幽
男
蜀
¢
≦
鶏
庁
①
さ
零
ぐ
簾
磯
①
N
費
諺
℃
o
ぴ
馳
①
ξ
ρ
ぐ
刈
N
囚
《
ゆ
伽
●
島
”
ω
・
O
G
Q
鳩
》
．
ゲ

（
2
0
）
　
戸
綺
宏
正
「
仏
教
論
理
学
説
と
経
童
部
説
」
（
印
度
学
仏
教
学
研
究
第
十
一
巻
、
第
一
号
、
一
八
七
頁
以
筆
）
。
破
我
麟
中
の
世
塵
の
文
輩
は
「
…

　
如
是
識
生
、
難
無
所
作
、
而
似
境
故
、
説
名
了
境
。
如
何
似
境
、
謂
帯
彼
糟
」
と
あ
る
も
の
を
さ
す
。

（
2
1
）
　
戸
崎
宏
蕉
「
仏
教
論
理
学
説
と
経
童
部
説
」
（
印
度
学
仏
教
学
研
究
第
十
二
巻
第
一
号
、
　
一
八
六
頁
以
下
）
、
世
親
の
文
章
と
は
「
（
経
部
通
釈
）

　
此
中
亦
許
前
根
境
縁
能
発
後
識
」
を
き
す
。

（
2
2
）
　
戸
崎
宏
正
「
仏
教
論
理
学
説
と
経
董
部
説
」
（
印
度
学
仏
教
学
研
究
第
十
三
巻
第
二
〇
号
一
八
七
頁
以
下
）
。

（
2
3
）
　
鋒
0
5
鑑
（
霞
⇔
α
Q
¢
緊
勲
↓
弩
H
（
学
び
げ
留
ρ
Φ
（
剛
．
口
・
戸
涛
」
お
σ
槻
節
び
ζ
蕩
。
席
（
》
ぴ
酵
．
8
ご
ご
7
）
v
①
ω
題
・
く
’
困
ε
卿
饗
諺
斜
跨
霞
囲
馨
δ
岱
琴
口
。
誹

　
ε
じ
ご
¢
伍
窪
凱
。
蔭
陣
℃
臣
δ
。
・
o
や
び
団
－
p
謬
鋤
郎
降
。
㌶
8
血
㌶
拶
霧
冨
島
。
類
。
庵
島
①
6
寒
冒
鋤
ぴ
財
卸
協
○
｛
ζ
o
訂
巴
£
鑓
σ
q
¢
芝
屋
窓
Φ
ヨ
。
騨
。
α
o
出
夢
Φ
舅
霧
缶
受
。
｛

　
い
①
＃
霞
ρ
洋
楓
◎
8
¢
凱
く
①
錺
附
曙
”
2
◎
■
＄
（
》
ぴ
ぴ
目
●
　
］
り
巴
．
v
　
O
『
　
8
切
7
　
梓
噌
’
）
鋤
も
。
困
”
ワ
お
言
置
ρ

A　　A
31　30
V　LI

A　　A　　A　　A　　A　　A
29　28　27　26　25　24
V　　V　　V　　V　k．1　V

8
し
ご
び
b
ひ
伊
“
一
¢
W
穂
誉
⑳
○
◎
・
り

O
h
日
ゆ
ゲ
↓
憎
昌
●
H
戯
c
Q
匿

8
舞
守
霧
飴
薮
σ
q
麸
冨
く
●
』
δ
O
O
O
．
こ
の
詩
頒
は
↓
¢
ご
獣
μ
ρ
δ
1
回
費
日
メ
唱
5
戯
◎
。
に
も
引
墨
き
れ
て
い
る
。

本
稿
第
一
章
第
三
節
（
哲
学
研
究
第
五
〇
〇
号
二
一
七
頁
以
下
）
参
照
。

以
上
自
覚
に
つ
い
て
の
議
論
は
8
じ
ご
げ
峯
跨
（
6
門
■
伽
①
凸
）
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
英
訳
の
註
記
も
あ
わ
せ
て
参
照
き
れ
た
い
。

8
ゆ
F
卜
⇒
b
O
》
寄
篤
8
巴
●
伽
。
◎
（
や
8
為
O
）
●

日
ゆ
F
①
命
Q
◎
跨
∴
曝
磐
㈱
鍵
（
や
置
O
し
無
・
）
甲

南
窮
盲
鋤
講
衆
9
α
q
¢
冥
旧
師
窮
ヨ
倒
唱
碧
卸
諄
艶
＄
び
ゲ
蝉
超
節
（
己
ワ
一
び
⑦
陣
9
δ
質
　
　
ω
p
Ω
郎
Q
o
H
（
同
一
け
　
毒
○
触
一
（
も
α
　
ω
Φ
吋
一
ゆ
q
后
）
り
G
。
㊤
ど
口
恥
∴
＜
警
霧
℃
撃
獣
身
陣
玲
斜
Z
畷
餌
《
⇔
〈
餅
学

　
慈
犀
角
鋤
6
鋤
曙
⇔
苞
蘇
（
麟
霧
窯
ω
ぎ
．
○
リ
ゴ
歌
Q
Q
”
“
ム
頓
⑩
v
ω
）
甲
2
密
卿
累
鋤
翻
9
嘗
岸
釧
舘
c
o
鷺
“
臣
ぴ
■
唐
∴
ゆ
げ
旨
旨
舞
同
⇔
急
b
ご
戦
簿
『
ヨ
霧
黛
語
長
⊃
’
b
こ
．
鳴
。
。
■

（
3
2
）
　
↓
じ
6
ぴ
α
①
●
掃
O
中
∴
↓
磐
伽
鍵
．
ら
。
（
℃
り
鎧
ω
∴
へ
魁
）
・

存
在
と
知
識
i
仏
教
哲
学
諸
派
の
論
争
一
⇔

二
七
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
号

工
商

（
3
3
）
　
8
b
d
ン
G
。
瓜
”
囲
。
。
飛
∴
↓
い
⑳
δ
‘
H
（
℃
・
○
。
？
G
Q
G
。
）
い
㈱
当
物
．
H
（
や
に
摯
同
嵩
y

（
3
4
）
　
刹
那
滅
の
論
証
式
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ラ
ト
ナ
キ
…
ル
テ
ィ
の
帰
謬
論
証
と
内
義
論
説
の
生
成
偏
　
（
塚
本
博
士
頒
寿

　
記
念
仏
教
史
学
論
集
二
五
六
i
二
七
二
頁
）
お
よ
び
「
ラ
ト
ナ
…
カ
ラ
シ
ヤ
ー
ン
テ
ィ
の
論
理
学
書
」
（
仏
教
史
学
第
八
巻
第
四
号
工
一
一
四
〇
買
）

　
参
照
。

（
3
5
）
　
こ
れ
ら
の
諸
理
論
に
つ
い
て
は
↓
ヒ
¢
ぴ
↓
巴
．
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
い
。

（
筆
者
　
京
都
大
学
文
学
部
〔
仏
教
学
〕
助
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　
補
遺

　
一
九
二
〇
隼
代
ま
で
の
経
童
部
思
想
研
究
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
金
倉
円
照
『
吠
繁
多
哲
学
の
研
究
』
（
昭
翻
七
年
刊
）
一
七
九
…
　
八
○
頁

に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
金
倉
博
士
は
、
高
井
・
宮
本
爾
博
士
、
ω
8
ぴ
韓
び
讐
訪
障
ざ
U
霧
σ
q
¢
冥
甜
刃
巴
写
す
巨
導
餌
詳
じ
d
鉱
毒
節
鍵
諸
氏
の
論
文
に

触
れ
、
特
に
ヂ
・
ラ
・
ヴ
ァ
レ
i
・
プ
ー
サ
ン
が
経
量
部
思
想
の
特
徴
を
七
項
翻
に
ま
と
め
た
も
の
を
簡
潔
に
し
て
要
を
得
た
も
の
と
し
て
推

奨
・
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
七
項
騒
は
本
稿
の
紹
介
・
論
述
に
お
い
て
も
扱
わ
れ
て
い
る
。
な
お
本
稿
脱
稿
後
に
平
川
彰
「
有
刹
那
と
刹

那
滅
」
（
『
金
倉
博
士
古
稀
記
念
印
度
学
仏
教
学
論
集
隔
所
収
）
を
被
饗
し
て
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
こ
の
論
文
を

利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
こ
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
経
堂
部
の
刹
那
滅
論
の
本
質
は
、
本
稿
の
叙
述
す
る
と
こ
ろ
が
ら
も
知
ら
れ

る
と
慰
う
。
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Problem　of

Sautr口耳t量ka

　　王ncon£沁uation　to　the　flrst　chap£er　in　which　the　philosophy　of癒e　Sarva－

stlvtida　was　dealt　with　（No．　500　of　this　journal），　the　present　second　chapter

is　mainly　copcerned　witli　the　epistemological　standpoint　of　the　Sautrantika

school．

　　Consider1ng　the　fact　that　we　have　no　independent　work　’which　s）Tstem－

atically　describes　the　basic　theories　of　this　school，　fragmentary　pieces　of

information　abo“t　the　Sautrantika　are　collected　from　contributions　of　modem

scholars　and　arranged　so　that　these　fragmentS　may　suggest　a　systematic　view

of　the　philosophy　of　the　school．　Susumu　Yamaguchi　studied　the　Sautrsntika

theories　as　they　appear　in　the　works　of　’ uasubandhu；　Ensh6　Kanal〈ura

gathered　the　theorles　of　the　school　cited　in　Brahmanical　worl〈s　；　and　｝E｛iromasa

Tosaki　continues　h圭s　research　on　this　philosophy　by　compa曲g　particular

theories　propounded　by　Dharmakirti　and　other　Buddhist　log／7．cians　with　the

parallel　theories　of　the　Sautrsntika　Vasubandhu　known　from　the　Abhidhar－

mafeos’a　and　other　texts．　The　results　of　the　studies　of　these　three　scholars，

who　represent　different　approaches　to　the　Sautrantika　problem，　are　introdu－

ced　together　with　a　criticism　of　their　method　of　study　in　the　first　two　sections

of　the　present　article．

　　In　the　remaining　sections，　the　present　paper　aims　at　filling　up　lacunae　in

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



’our　1〈novvrledge　about　the　Sautran£ika　philosophy　by　adding　new　information，

clarifying　the　representatiq．　nalism　of　the　Sautrantika　eptstemology，　and　de－

scribing　the　general　strueture　of　the　philosophy．　The　main　sottrce　used　here

for　that　purpose　is　the　Tarkabhasdi・f　Mok鋤arag登pta，　wh・himse玉f　bel・nged

．to　the　Sautrantil〈a　school．

聖he．．Life　a礁d　Bea撫Stでug9至e　i凝H曙e藍，s　Early　Wri奮i蔽98

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bLy　」．　aR　Van　Bya．crt

　　In　this　article　we　try　to　compare　the　passage　of　Phenonzenology　of　the

Spirit　on　the　life　and　death　struggle　（and　lts　immediate　outcome：　，，Herr

und　Knecht“）　with　the　treatinents　of　this　same　theme　in　the　earlier　wri－

tings　of　the　Jena　period．

　　In　an　introductory　chapter　it　is　briefly　stated　what　part　the　，，Herr　und

Knecht“　and　，，Kampf“　themes　piayed　in　Hegel’s　manuscrlpts　before　1803．

　　In　the　following　chapters　we　successively　examine　these　themes　as　they

appear　in　System　der　Sittlichkeit，　RealPhilosoPhie　1，　Realphilosophie　IJ．

　　In　our　last　chapter　we　present　a　brief　analysis　of　our　passage　of　the　Ph．e－

nomenologov　itse｝f　（Hoffmeister－edition，　Leipzig，　1949，　pp．　143－146），　in　the

light　of　the　preceding．　This　might　be　a　modest　contribution　to　a　better

understandlng　of　the　very　concise　text　of　Phenomenology，　and　at　the　＄ame

time　throw　some　light　en　the　evolution　of　Hegel’s　fundamental　ideas　（es－

pecially　his　ideal　of　unity）　during　the　Jena　period．

T．b．　e　Standpoint　ef　the　Cartesian　Pkilosophy

　　　　　　　　　　　　　　　　妙Ak圭ra　Mori

　　The　main　problems　of　the　Cartesian　metaphysics　being　those　of　the　human

mind　and　of　God，　our　chief　concern　here　is　to　examine　laow　the　being　of　the

hunian　mind　in　its　proper　sense　comes　to　be　established　in　his　，，Meditations“．
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