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極
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理
と
世
俗
の
真
理
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ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
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パ
の
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真
理
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と
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
思
想
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立
場
i
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羽

律

第
一
節
　
序
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他
の
宗
教
と
同
様
に
、
イ
ン
ド
に
起
源
を
持
つ
仏
教
に
お
い
て
も
、
「
真
理
」
と
は
何
か
と
い
う
考
察
は
重
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

紀
元
前
五
世
紀
頃
に
仏
陀
が
現
れ
、
十
三
世
紀
初
頭
に
ヴ
ィ
ク
ラ
マ
シ
ー
ラ
（
ノ
㍉
臨
（
一
，
餌
書
函
騨
匹
田
鋤
）
の
仏
教
寺
院
が
イ
ス
ラ
ム
教
に
よ
っ
て
破

壊
さ
れ
て
そ
の
歴
史
を
終
え
る
ま
で
の
イ
ン
ド
仏
教
の
長
い
歴
史
の
中
で
様
々
な
論
師
が
現
れ
、
「
真
理
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
取
り

組
ん
だ
。
そ
う
し
た
数
多
く
の
仏
教
僧
の
中
で
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
（
冒
餌
｝
錘
ひ
q
簿
憎
σ
審
）
と
い
う
人
物
は
、
お
お
よ
そ
八
世
紀
初
頭
に

イ
ン
ド
で
活
躍
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
に
つ
い
て
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
多
く
な
い
が
、
　
　
切
法
無
自
性
性
（
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
そ

れ
自
体
の
存
在
性
を
有
さ
な
い
と
い
う
性
質
）
を
説
く
中
観
派
の
論
師
と
し
て
活
躍
し
、
八
世
紀
後
半
に
イ
ン
ド
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
へ
仏
教
を

も
た
ら
し
た
大
学
僧
シ
ャ
…
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
（
ω
響
鍵
話
冨
ぎ
り
七
二
五
…
八
八
）
に
先
行
す
る
重
要
な
人
物
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト
の
歴
史
書
に

そ
の
名
が
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
彼
の
代
表
的
な
著
作
と
し
て
は
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
に
興
二
諦
分
別
論
』
（
ω
鋤
け
唄
鋤
（
白
く
鋤
《
餌
く
一
げ
｝
回
餌
コ
ひ
q
磐
く
一
、
け
鉱
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
い
う
論
書
が
存
在
す
る
。
「
諦
扁
と
は
、
仏
教
用
語
で
「
真
理
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
り
、
覗
二
町
分
劉
論
』
と
は
「
二
つ
の
真
理
を
区

別
す
る
論
書
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
書
物
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
二
つ
の
莫
理
と
は
、
「
世
俗
の
真
理
」
（
世
俗
諦
）
と
「
究
極
的
真
理
」
（
勝

　
　
　
　
（
2
）

義
諦
）
で
あ
る
。
ジ
ュ
ニ
ャ
…
ナ
ガ
ル
バ
は
、
中
観
派
の
始
祖
と
さ
れ
る
ナ
ー
ガ
…
ル
ジ
ュ
ナ
（
Z
摺
男
工
§
斜
約
㎝
五
〇
1
二
五
〇
）
に
よ



っ
て
説
か
れ
て
以
降
、
こ
の
二
つ
の
真
理
の
区
別
に
関
し
て
混
乱
が
生
じ
て
い
る
と
し
、
『
二
心
分
別
論
』
の
著
作
意
図
を
冒
頭
の
第
一
偶

で
次
の
よ
う
に
宣
言
し
て
い
る
。

　
　
〔
世
尊
や
老
師
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
に
よ
っ
て
〕
二
諦
が
区
別
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
〔
そ
の
区
別
に
つ
い
て
〕
大
論
師
達
が
困

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
惑
し
て
い
る
な
ら
ぽ
、
〔
彼
ら
に
従
っ
て
い
る
〕
他
の
者
達
は
何
を
か
況
や
。
そ
れ
故
に
、
私
が
〔
二
諦
の
〕
区
別
を
な
す
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
が
「
真
理
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、
区
劉
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
二
諦
説
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
、
チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教
僧
達
は
、
イ
ン
ド
仏
教
中
観
派
の
論
師
達

が
主
張
す
る
二
諦
思
想
の
特
徴
に
応
じ
て
、
彼
ら
を
幾
つ
か
の
学
派
に
分
類
し
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
分
類
方
法
に
つ
い
て
は
、
チ
ベ

ッ
ト
仏
教
内
部
の
学
派
間
に
お
い
て
も
相
違
、
発
展
が
見
出
さ
れ
る
が
、
『
二
曲
分
別
論
』
の
著
者
で
あ
る
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
の
二
諦

説
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
彼
の
思
想
的
立
場
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
も
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
簡
単
に
で
は
あ

る
が
概
観
し
て
み
た
い
。

第
二
研
即
　
　
勝
薫
我
諦

　
『
二
職
分
序
論
』
で
示
さ
れ
る
二
塁
の
う
ち
、
ま
ず
究
極
的
真
理
で
あ
る
勝
義
諦
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
以
来
、
勝
義
諦
は
一
貫
し
て
「
一
切
の
戯
論
を
欠
き
、
言
語
表
現
を
離
れ
て
い
る
も
の
」
と
規
定
さ
れ
て
き
た
。
中
観
派
の
論
師
で
あ

る
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
も
又
、
同
様
に
勝
義
諦
は
「
離
塁
論
・
不
可
雷
魚
な
も
の
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
こ
と
を
説
明
す
る
た
め

に
、
彼
は
幾
つ
か
の
経
典
を
論
拠
と
し
て
引
用
す
る
が
、
次
の
『
維
摩
経
』
か
ら
の
一
節
な
ど
が
そ
の
主
な
例
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
か
ら
、
文
殊
菩
薩
は
リ
ッ
チ
ャ
ビ
i
族
の
ヴ
ィ
マ
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
「
良
家
の
子
よ
！
　
我
々
は
各
々
の

　
　
説
を
述
べ
終
え
た
の
で
す
が
、
あ
な
た
に
も
又
不
二
の
法
門
に
つ
い
て
、
何
か
語
っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
」
と
。
そ
の
時
ヴ
ィ

　
　
マ
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
〔
口
を
工
ん
で
〕
何
も
言
わ
な
か
っ
た
。
す
る
と
文
殊
菩
薩
は
ヴ
ィ
マ
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
「
良
い
か
な
！
」
と
称

究
極
的
真
理
と
世
俗
の
真
理
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一
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八
二

　
　
え
て
憩
っ
た
。
「
良
家
の
子
よ
！
　
そ
こ
に
は
、
文
字
も
な
く
、
雷
葉
も
な
く
、
認
識
が
働
く
こ
と
も
な
い
、
そ
れ
が
諸
菩
薩
に
と
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
て
不
二
の
法
門
に
入
る
こ
と
で
す
。
良
い
か
な
！
　
良
い
か
な
！
」

　
さ
ら
に
『
二
諦
分
別
論
』
中
に
は
、
こ
の
引
用
経
典
の
内
容
を
説
明
す
る
た
め
に
四
つ
の
中
間
偏
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
最
後
の
偶

に
お
い
て
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
は
勝
義
諦
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
結
心
付
け
て
い
る
。

　
　
そ
れ
〔
勝
義
諦
〕
に
関
し
て
は
、
述
べ
ら
れ
る
べ
き
欠
片
も
何
も
存
在
し
て
い
な
い
。
ま
さ
に
そ
れ
故
に
、
問
わ
れ
た
と
し
て
も
、
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
味
を
説
か
ず
に
居
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
い
に
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
勝
義
諦
が
離
難
論
で
あ
り
不
可
言
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
勝
義
諦
に
は
思
考
活
動
が
及
ば
な
い
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
四
諦
分
別
論
議
の
溺
の
箇
所
に
お
い
て
『
聖
無
尽
意
経
』
が
引
用
さ
れ
、
勝
義
諦
の
定
義
と
し
て

「
心
が
働
く
こ
と
さ
え
も
欠
い
て
い
る
」
と
い
う
特
徴
が
付
加
さ
れ
、
勝
義
諦
に
は
、
思
考
活
動
に
先
立
つ
心
が
働
く
と
い
う
作
用
そ
の
も

の
が
存
在
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
勝
義
諦
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
心
が
働
く
こ
と
も
存
在
し
な
い
な
ら
、
文
字
な
ど
は
何
を
か
況
や
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
た
と
え
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
以
前
も
の
で
あ
っ
て
も
、
わ
ず
か
で
も
心
が
動
い
た
対
象
は
勝
義
諦
で
は
な
く
、
世
俗
諦

に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
葉
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
る
以
前
の
た
だ
の
「
も
の
扁
で
あ
る
直
接
知
覚

の
対
象
を
勝
義
有
で
あ
る
と
主
張
す
る
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
（
U
冨
嵩
ゴ
巴
臼
鉾
約
六
〇
〇
…
六
〇
）
な
ど
の
主
張
を
否
定
す
る
意
味
合
い
を

含
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
「
離
戯
論
・
不
可
言
説
」
と
い
う
こ
の
勝
義
諦
の
定
義
は
一
つ
の
重
要
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
勝
義
諦
が
心
の

働
く
対
象
で
も
な
く
、
言
論
を
欠
き
、
言
語
を
用
い
て
表
現
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
う
る
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
し
、
そ
れ
が
言
葉
を
用
い
て
表
現
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ぽ
、
入
は
勝
義
諦
を
翌
得
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
解
説

を
得
る
こ
と
も
不
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
勝
義
諦
を
得
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
術
が
な
く
な
り
、
あ
る
人
が
勝
義
諦



を
理
解
し
て
い
る
と
主
張
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
こ
の
問
題
を
回
避
す
る
た
め
に
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
は
勝
義
諦
を
表
現
し
た
言
語
表
現
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
は
勝
義
諦
で
は
な
い

も
の
の
、
そ
れ
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
勝
義
諦
と
呼
ん
で
も
構
わ
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

え
自
体
は
彼
独
自
の
も
の
で
は
な
く
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
以
来
、
中
観
派
で
は
し
ば
し
ぼ
主
張
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
言
語
表
現
さ
れ
う
る
に
も
拘
ら
ず
、
勝
義
諦
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
不
可
言
説
の
勝
義
諦

に
相
応
す
る
こ
と
を
根
拠
に
、
そ
れ
を
勝
義
諦
と
呼
ぶ
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
あ
る
見
解
・
主
張
が
不
可
言
説
の
勝
義
諦
に
相
応
す
る

か
ど
う
か
は
、
何
ら
か
の
客
観
的
な
根
拠
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
何
故
な
ら
、
も
し
そ
こ
に
客
観
的
な
判
断
基
準
が
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
人
々
が
好
き
勝
手
に
「
自
説
が
勝
義
諦
に
相
応
し
て
い
る
㎏
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ

の
客
観
的
基
準
と
し
て
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
パ
が
掲
げ
る
の
が
「
論
理
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
欺
き
が
な
い
か
ら
、
論
理
は
勝
義
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
欺
き
が
な
い
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
論
理
が
勝
義
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
論
理
は
万
人
に
共
通
の
確

実
性
を
明
示
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
欺
き
が
な
い
た
め
に
勝
義
と
さ
れ
る
論
理
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
、
決
定
さ
れ
た
事

柄
も
又
、
論
理
と
同
様
に
勝
義
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
四
偶
前
半
句
と
そ
の
注
釈
部
分
に
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
論
理
ど
お
り
の
も
の
こ
そ
が
勝
義
で
あ
る
。
論
理
の
力
に
よ
る
対
象
の
決
定
は
欺
き
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
因
の
三
相
〔
論
理
〕

　
　
に
よ
っ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
た
理
解
は
「
勝
」
で
も
あ
り
、
「
義
」
で
も
あ
る
か
ら
勝
義
で
あ
る
。
そ
れ
〔
論
理
〕
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
た
対
象
も
勝
義
で
あ
り
…
…
。

　
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
は
離
戯
論
・
不
可
空
説
の
勝
義
諦
に
相
応
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
の
基

準
と
し
て
、
勝
義
諦
と
矛
盾
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
根
拠
と
し
て
因
の
三
相
に
基
づ
く
「
論
理
」
と
い
う
考
え
を
採
用
し
、
ま
ず
そ
の
論
理

究
極
的
真
理
と
世
俗
の
真
理
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四

を
勝
義
（
諦
）
と
名
付
け
る
。
そ
し
て
そ
の
後
、
そ
の
論
理
に
よ
る
吟
味
を
経
て
矛
盾
な
く
確
定
さ
れ
た
事
柄
は
、
論
理
と
い
う
勝
義
に
よ

っ
て
確
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
「
勝
義
」
と
呼
ん
で
構
わ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
言
語
表
現
可
能
な
二
種
の
勝
義
は
シ
ャ
ー

ン
タ
ラ
ク
シ
タ
に
よ
っ
て
二
義
的
な
勝
義
（
索
餅
勝
義
）
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
不
可
雷
説
の
勝
義
は
一
義
的
な
勝
義
（
非
異
門

勝
義
∀
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
究
極
的
真
理
で
あ
る
勝
義
諦
は
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
大
き
く
二
種

に
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
「
非
異
門
勝
義
」
薩
「
一
切
の
心
の
働
き
を
離
れ
て
お
り
、
言
語
表
現
不
可
能
な
究
極
的
真
理
」

　
　
「
異
門
勝
義
篇
　
ほ
「
因
の
三
無
に
基
づ
く
論
理
」
と
「
そ
れ
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
、
決
定
さ
れ
た
　
薔
語
表
現
可
能
な
究
極
的
真
理
」

第
三
節
世
俗
諦

　
一
方
で
、
世
俗
諦
に
つ
い
て
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
が
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
、
世
俗
諦
と
は
「
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も

の
し
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
昏
々
の
視
覚
に
等
し
く
顕
現
す
る
「
対
象
」
こ
そ
が
世
俗
諦
な
の
で
あ
る
。
彼
は

こ
の
世
俗
諦
を
「
実
世
俗
」
と
名
付
け
る
。

　
世
俗
諦
に
関
す
る
彼
の
主
張
は
「
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
」
と
い
う
こ
の
一
点
に
尽
き
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
こ
の
世
俗
諦

に
関
す
る
定
義
は
溺
の
事
実
を
も
提
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
入
の
知
覚
に
顕
現
し
な
い
も
の
」
即
ち
「
概
念
的
に
構
想
さ
れ
た
も
の
」

は
、
こ
の
世
俗
諦
の
定
義
か
ら
は
逸
脱
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
中
観
派
以
外
の
仏
教
諸
学
派
、
或
い
は
非
仏
教
で
あ
る

イ
ン
ド
諸
誓
学
学
派
が
真
理
と
し
て
提
示
し
て
い
る
諸
説
、
例
え
ば
「
真
実
と
し
て
も
の
が
生
じ
る
こ
と
」
（
説
　
趣
意
部
説
）
、
「
真
実
と

し
て
識
が
顕
現
す
る
こ
と
篇
（
唯
識
説
）
、
「
真
実
と
し
て
根
本
原
質
が
展
開
す
る
こ
と
扁
（
サ
ー
ソ
キ
や
学
派
説
）
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら

諸
々
の
主
張
は
人
の
知
覚
に
顕
現
す
る
こ
と
は
な
く
、
「
真
実
」
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル

バ
に
と
っ
て
は
世
俗
諦
と
は
呼
び
難
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
は
こ
う
し
た
世
俗
諦
か
ら
逸
脱
す
る
「
概
念
的
に
構
想
さ
れ
た
も
の
」



を
「
世
俗
」
そ
の
も
の
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
確
か
に
「
世
俗
諦
の
定
義
㎏
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
も
の
の
、
世
俗
の
範
疇

に
含
ま
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
彼
は
「
実
世
俗
」
と
は
別
に
「
邪
世
俗
」
と
し
て
規
定
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
実
世
俗
と
邪
世
俗
の
区
別
に
関
し
て
は
、
第
八
偶
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
構
想
さ
れ
た
対
象
を
欠
い
て
お
り
、
た
だ
の
事
物
の
み
で
あ
り
、
〔
諸
々
の
因
縁
に
〕
依
っ
た
後
に
生
起
す
る
も
の
、
そ
れ
が
実
世
俗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
構
想
さ
れ
て
い
る
も
の
こ
そ
が
邪
〔
世
俗
〕
で
あ
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
「
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
」
と
い
う
世
俗
諦
に
関
す
る
定
義
に
つ
い
て
は
、
別
の
観
点
か
ら
の
疑
念
が
提
出
さ
れ
う
る
。

例
え
ば
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
感
覚
器
宮
に
問
題
を
抱
え
て
い
る
人
が
月
を
見
る
場
合
、
月
が
二
重
に
だ
ぶ
っ
て
見
え
る
こ
と
が
あ
る
が
、

こ
の
場
合
、
こ
の
人
物
に
と
っ
て
二
重
に
だ
ぶ
っ
て
い
る
月
こ
そ
が
「
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
」
に
他
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故

に
、
二
重
の
月
は
明
ら
か
に
世
心
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
真
理
で
は
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
人
物
に
と
っ
て
は
世
俗
諦
に
な
っ
て
し
ま
う
。

或
い
は
、
感
覚
器
宮
自
体
に
は
問
題
が
な
い
も
の
の
、
暑
い
夏
の
日
に
陽
炎
が
生
じ
、
水
が
な
い
に
も
拘
ら
ず
あ
た
か
も
水
が
存
在
す
る
か

の
よ
う
に
「
顕
現
す
る
」
場
合
、
そ
の
水
は
そ
れ
を
見
た
人
に
と
っ
て
「
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
」
に
他
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
世
俗
諦

に
な
っ
て
し
ま
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
の
事
例
は
「
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
」
と
い
う
世
俗
諦
の
定
義
か
ら
は
逸
脱
し

て
は
い
な
い
も
の
の
、
明
ら
か
に
全
て
の
入
が
同
意
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
世
俗
諦
」
と
し
て
認
め
る
に
は
問
題
が
あ
る
。

　
そ
れ
故
に
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
は
こ
れ
ら
の
例
を
世
俗
諦
か
ら
排
除
す
る
。
つ
ま
り
、
陽
炎
の
水
に
つ
い
て
は
、
仮
に
水
が
存
在
す

る
と
判
断
し
、
実
際
に
そ
こ
に
行
っ
た
場
合
に
水
が
手
に
入
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
「
水
」
の
知
覚
が
本
物
で
は
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ

る
の
で
あ
る
（
一
方
で
、
も
し
「
水
」
が
実
際
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
そ
の
知
覚
は
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断

さ
れ
る
）
。
こ
こ
で
は
、
知
覚
の
妥
当
性
は
対
象
の
持
つ
効
果
的
作
用
能
力
の
有
無
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
実
際
に
そ
れ
を
手
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
効
果
的
作
用
能
力
の
有
無
を
確
認
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
「
二
重
の
月
」
に
つ
い
て
は
、
世
間
一
般
の
人
々
に
お

い
て
「
二
重
の
月
」
の
存
在
が
承
認
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
二
重
の
月
」
や
「
陽
炎
に
よ
っ
て
生
じ
た

究
極
的
真
理
と
世
俗
の
真
理

八
五
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水
扁
な
ど
は
、
「
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
」
と
い
う
世
俗
諦
の
定
義
か
ら
逸
脱
は
し
な
い
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
、
世
問
一
般
の
承
認
を
得

ら
れ
な
い
こ
と
、
或
い
は
効
果
的
作
用
能
力
が
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
世
俗
諦
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
第
十
二
偶

と
そ
の
注
釈
部
分
に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

　
　
ま
た
、
世
俗
は
二
種
類
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
お
り
、
『
顕
現
に
関
し
て
は
同
じ
で
あ
る
が
、
効
果
的
作
用
を
な
す
こ
と
に
、
能
力
が
あ

　
　
る
も
の
と
、
能
力
が
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
な
る
も
の
と
、
邪
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
俗
の
区
別
が
な
さ
れ

　
　
て
い
る
の
で
あ
る
隠
（
第
十
二
偶
）
と
言
わ
れ
て
い
る
。
知
が
明
瞭
な
形
象
の
顕
現
を
有
す
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
顕
現

　
　
す
る
が
ま
ま
に
効
果
的
作
用
を
な
す
こ
と
に
関
し
て
、
欺
き
が
あ
る
も
の
と
、
欺
ぎ
が
な
い
も
の
と
確
定
さ
れ
た
上
で
、
水
な
ど
と
陽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
炎
〔
の
水
〕
な
ど
が
世
間
の
人
々
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
実
な
る
も
の
と
、
邪
な
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
「
陽
炎
の
水
」
や
「
二
重
の
月
」
に
関
し
て
も
、
既
に
提
示
し
た
「
構
想
さ
れ
た
も
の
扁
の
場
合
と
岡
様
に
、
世
俗
諦

か
ら
は
逸
脱
す
る
も
の
の
、
世
俗
そ
の
も
の
か
ら
は
逸
脱
し
な
い
こ
と
か
ら
「
邪
世
俗
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
は
、
仏
・
世
尊
な
ど
一
切
知
者
（
ω
旨
く
蝕
審
）
が
説
く
事
柄
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
即
ち
、

一
切
知
者
と
は
そ
の
名
の
と
お
り
一
切
の
事
柄
に
通
暁
し
て
い
る
者
達
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
世
間
の
層
々
を
正
し
い
理
解
へ
と
導
く
た
め
に

「
業
」
や
「
果
報
」
を
説
く
場
合
、
そ
れ
ら
も
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
で
あ
り
、
世
俗
諦
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
「
業
」
と
は
過
去
の
行
為
で
あ
り
、
「
果
報
」
と
は
将
来
の
結
果
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
ら
は
今
ま
さ
に
冒
の
前
に
顕
現
し

て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
、
一
切
知
者
で
な
い
世
間
一
般
の
者
達
が
見
る
こ
と
は
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
既
に
繰
り
返
し
述
べ

た
世
俗
諦
の
定
義
に
従
う
な
ら
ぽ
、
入
々
の
知
覚
に
顕
現
す
る
こ
と
の
な
い
こ
れ
ら
「
業
」
や
「
果
報
篇
は
世
俗
諦
と
は
な
り
え
な
い
は
ず

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
も
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
に
他
な
ら
ず
、
世
俗
諦
に
な
り
う
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ

い
て
は
第
三
十
一
偏
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
賢
者
の
見
解
に
お
い
て
、
業
と
果
報
は
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
で
あ
る
と
、
彼
〔
の
世
尊
〕
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
全
て
は
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
と
し
て
確
定
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
切
知
者
が
述
べ
る
「
業
偏
や
「
果
報
」
な
ど
が
普
通
の
人
々
の
知
覚
に
実
際
に
顕
現
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
全

て
を
知
る
一
切
知
者
が
そ
の
顕
現
を
あ
り
あ
り
と
ご
覧
に
な
り
、
そ
の
ご
覧
に
な
っ
た
ま
ま
に
普
通
の
人
々
に
お
説
き
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、

そ
れ
ら
は
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
と
同
様
の
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
世
俗
に
つ
い
て
そ
の
特
徴
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
実
世
俗
（
1
1
世
俗
諦
）
…
「
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
」

　
　
　
構
想
さ
れ
た
も
の
を
欠
い
て
い
る
も
の

　
　
　
た
だ
の
事
物
の
み

　
　
　
諸
々
の
因
縁
に
依
っ
た
後
に
生
起
す
る
も
の
（
因
縁
生
の
も
の
）

　
　
　
効
果
的
作
用
の
能
力
が
有
る
も
の

　
　
　
業
や
果
報
な
ど
｝
切
知
者
に
と
っ
て
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の

　
　
邪
世
俗

　
　
　
構
想
さ
れ
た
も
の
（
有
分
別
）

　
　
　
効
果
的
作
用
の
能
力
が
な
い
も
の
（
無
分
別
）

第
四
節
論

理

　
前
節
ま
で
で
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
の
『
並
樹
分
別
論
』
中
に
説
示
さ
れ
た
勝
義
諦
と
世
俗
諦
と
い
う
二
つ
の
真
理
に
つ
い
て
大
筋
で
は

説
明
し
終
え
た
。
こ
う
し
た
法
理
説
の
構
造
そ
の
も
の
は
、
イ
ン
ド
仏
教
中
観
派
の
多
く
の
者
達
が
基
本
的
に
は
配
意
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
の
二
逆
説
に
独
創
的
な
点
は
、
言
語
表
現
可
能
な
勝
義
諦
と
し
て
挙
げ
た
「
論
理
」
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
こ

究
極
的
真
理
と
世
俗
の
真
理

八
七
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（
1
4
）

れ
ま
で
に
も
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
の
『
二
重
分
劉
論
』
に
つ
い
て
は
、
幾
つ
か
の
専
門
的
な
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
い
ず
れ

に
お
い
て
も
、
こ
の
「
論
理
」
の
理
解
に
つ
い
て
は
曖
昧
な
感
が
否
め
ず
、
必
ず
し
も
二
戸
説
の
中
に
正
確
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
本
節
に
お
い
て
こ
の
点
を
も
う
少
し
詳
し
く
確
認
し
て
み
た
い
。

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
勝
義
諦
と
は
、
本
来
的
に
は
「
心
の
働
き
を
欠
い
た
離
戯
論
・
不
可
言
説
な
も
の
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

そ
れ
で
は
勝
義
諦
を
表
現
し
得
な
い
こ
と
か
ら
「
論
理
」
と
い
う
考
え
を
導
入
し
、
そ
の
「
論
理
㎏
と
「
そ
れ
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
、
決
定

さ
れ
た
事
柄
」
に
つ
い
て
も
勝
義
諦
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
「
論
理
」
と
「
そ
れ
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
、
決
定
さ
れ
た
も

の
」
と
い
う
両
者
は
、
醤
語
々
現
さ
れ
う
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
厳
密
に
は
勝
義
諦
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
勝
義
諦
と
呼
ば

れ
う
る
一
方
で
言
語
化
さ
れ
た
以
上
、
こ
れ
ら
桑
門
勝
義
は
世
俗
諦
に
属
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
第
十
七
偶

と
そ
の
注
釈
部
分
に
お
い
て
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　
　
『
世
俗
の
莫
如
、
他
な
ら
ぬ
そ
れ
を
勝
義
と
し
て
お
認
め
に
な
る
謡
。
〔
そ
れ
は
〕
ど
う
し
て
か
、
と
い
う
な
ら
、
世
俗
と
勝
義
の
両
者

　
　
は
『
別
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
論
理
も
顕
現
す
る
が
ま
ま
に
存
在
し
て
い
る
隔
。
論
理
も
又
、
顕
現
す
る
が
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
本
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
世
俗
に
他
な
ら
ず
、
論
理
は
別
な
も
の
〔
顕
現
し
な
い
も
の
〕
に
関
し
て
は
働
か
な
い
。

　
こ
こ
で
、
勝
義
諦
た
る
論
理
と
世
俗
諦
は
溺
で
は
な
い
と
明
確
に
雷
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
続
く
第
十
八
偶
と
第
十
九
偶
、
及
び
そ
の

両
偶
の
注
釈
部
分
に
お
い
て
、
そ
の
理
由
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
要
約
し
て
示
す
な
ら
、
「
論
理
自
体
、
論
争
し
て
い

る
勘
考
に
共
通
に
顕
現
し
て
い
る
主
辞
や
属
性
な
ど
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
論
理
自
体
が
成
立

し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
（
傍
点
筆
者
、
以
下
同
様
〉
。
つ
ま
り
、
論
理
は
勝
義
諦
で
あ
り
な
が
ら

「
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
」
と
い
う
世
俗
諦
の
定
義
に
合
致
す
る
。
そ
れ
故
に
、
論
理
は
勝
義
諦
と
呼
ば
れ
る
一
方
で
、
世
俗
諦
と
も
呼

ば
れ
う
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
「
論
理
」
と
「
そ
れ
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
、
決
定
さ
れ
た
事
柄
」
と
い
う
異
質
勝
義
は
純
粋
な
意
味
で
他
の
世
俗
諦
と
同



義
で
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
ら
異
門
勝
義
と
、
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
で
あ
る
世
俗
諦
が
全
く
の
同
義
で
あ
れ
ば
、

こ
れ
ら
が
勝
義
諦
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
世
俗
諦
全
て
が
勝
義
諦
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
う
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
異
門
勝
義
は
、
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
一
体
ど
の
点
に
お
い
て
他
の
「
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
世
俗

諦
㎏
と
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
既
に
提
示
し
た
よ
う
に
、
論
理
が
勝
義
諦
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
昇
平
論
・
不
可
言
説
の
勝
義
諦
と
欺
き
が
な
い
か
ら
で
あ
っ
た

が
、
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
世
俗
は
、
そ
れ
と
は
反
対
に
そ
の
よ
う
な
勝
義
諦
と
欺
き
が
あ
る
と
第
四
偶
後
半
句
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
〔
世
俗
諦
は
〕
そ
の
〔
勝
義
諦
1
1
論
理
の
〕
よ
う
に
、
欺
き
が
な
い
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
論
理
が
欺
き
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
提
示
し
た
が
、
そ
の
論
理
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
、
決
定
さ
れ
た
こ
と
と

し
て
『
二
重
分
別
論
』
中
に
お
い
て
繰
り
返
し
採
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
事
物
の
不
生
起
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
真
実
と
し
て
事
物
は
生

起
す
る
」
と
い
う
説
一
切
有
部
の
主
張
を
論
理
に
よ
っ
て
吟
味
し
た
結
果
否
定
し
、
決
定
さ
れ
た
事
柄
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ジ
ュ
ニ
ャ

ー
ナ
ガ
ル
バ
に
よ
っ
て
、
勝
義
諦
と
し
て
み
な
さ
れ
る
「
論
理
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
こ
と
砿
と
は
、
対
論
者
の
主
張
を
論
理
に
よ
っ
て
吟

味
し
た
結
果
導
き
出
さ
れ
た
事
柄
で
あ
り
、
論
理
に
よ
っ
て
整
合
性
が
確
認
さ
れ
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
第
九
偶
前
半
句
に

お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
〔
真
実
と
し
て
の
〕
生
起
な
ど
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
も
又
、
真
実
〔
“
離
塁
論
・
不
可
言
説
の
勝
義
諦
〕
と
相
応
し
て
い
る
か
ら
〔
勝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

　
　
義
諦
、
即
ち
論
理
で
あ
る
と
）
承
認
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
と
定
義
付
け
ら
れ
た
世
俗
諦
は
、
論
理
と
は
全
く
無
関
係
な
も
の
で
あ
り
、
仮
に
論
理
に
よ
っ

て
吟
味
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
論
理
に
よ
る
吟
味
に
耐
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
一
偶
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

究
極
的
真
理
と
世
俗
の
真
理

八
九
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顕
現
す
る
が
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
本
性
と
す
る
故
に
、
こ
れ
〔
世
俗
〕
に
つ
い
て
は
、
吟
味
す
べ
き
で
は
な
い
。
〔
世
俗
に
関
し
て
、

　
　
説
か
れ
た
よ
う
な
〕
吟
味
を
な
す
な
ら
、
別
の
意
味
に
至
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
〔
吟
味
を
な
す
者
が
〕
拒
斥
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で

　
　
　
（
1
8
）

　
　
あ
ろ
う
。

　
つ
ま
り
、
「
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
偏
と
し
て
規
定
さ
れ
た
世
俗
諦
は
　
度
も
論
理
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
論
理
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
そ
の
吟
味
に
耐
え
る
こ
と
が
出
来
ず
、
吟
味
を
な
す
者
自
身
が
論
理
に
よ
っ
て
否

定
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
二
諦
分
別
払
璽
に
対
し
て
注
釈
を
書
い
た
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
も
次
の
よ
う
に

注
釈
し
て
い
る
。

　
　
『
顕
現
す
る
が
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
本
性
と
す
る
故
に
』
と
い
う
こ
と
は
、
「
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ぽ
喜
ば
し
い
か
ら
」
と
い
う
こ
と
で

　
　
（
1
9
）

　
　
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
　
方
で
は
勝
義
諦
と
も
言
わ
れ
る
が
、
同
時
に
世
俗
諦
と
も
考
え
ら
れ
る
「
論
理
縣
及
び
「
論
理
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
、

決
定
さ
れ
た
事
柄
」
と
い
う
異
門
勝
義
は
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
世
俗
諦
と
岡
じ
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
諸
点

に
お
い
て
、
純
粋
な
意
昧
で
の
世
俗
諦
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
。

　
　
「
本
来
の
世
俗
偏
　
不
可
言
説
の
勝
義
と
矛
盾
が
あ
り
、
論
理
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
　
「
論
理
」
　
　
　
　
不
可
言
説
の
勝
義
と
矛
盾
が
な
く
、
論
理
に
よ
る
吟
味
に
耐
え
う
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
対
論
考
か
ら
～
つ
の
疑
問
が
提
示
さ
れ
る
。
即
ち
、
論
理
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
た
結
果
決
定
さ
れ
た
「
事
物
の
不
生

起
」
が
勝
義
諦
で
あ
る
と
同
時
に
世
俗
諦
で
も
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

「
事
物
の
不
生
起
」
と
い
う
こ
と
は
一
体
世
間
一
般
の
人
々
の
知
覚
に
顕
現
す
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
事
物
の
不
生
起
（
目
生
じ
な
い
も
の
）
」
が
人
の
知
覚
に
顕
現
す
る
は
ず
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
世
俗
諦
と
し
て
は
認
め
ら
れ
ず
、
邪
世

俗
で
あ
る
、
と
反
論
者
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ジ
ュ
ニ
ャ
…
ナ
ガ
ル
バ
は
、
「
「
生
じ
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
事
物
の
本



性
で
あ
る
か
ら
、
事
物
自
体
が
顕
現
し
て
い
れ
ぽ
、
知
覚
さ
れ
な
く
と
も
実
際
に
は
顕
現
し
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
対
論
者
と
の
や
り
取
り
は
、
「
構
想
さ
れ
て
い
る
も
の
こ
そ
が
邪
世
俗
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
第
八
偶
後
半
句
に
対
す
る
注
釈
部
分
に

お
い
て
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
〔
反
論
〕
し
か
し
、
「
真
実
と
し
て
の
生
起
」
な
ど
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
も
、
〔
顕
現
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
〕
実
に
邪
世
俗
で
あ
ろ

　
　
う
。
そ
れ
〔
「
真
実
と
し
て
の
生
起
」
な
ど
の
否
定
〕
は
、
事
物
〔
壺
な
ど
〕
が
顕
現
し
て
い
る
場
合
に
は
、
「
真
実
と
し
て
の
生
起
」

　
　
な
ど
〔
が
顕
現
し
な
い
〕
の
如
く
に
顕
現
し
な
い
。
〔
答
論
〕
そ
う
で
は
な
い
〔
つ
ま
り
、
「
真
実
と
し
て
の
生
起
の
否
定
」
1
1
「
事
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
の
不
生
起
」
は
顕
現
す
る
〕
。
何
故
な
ら
、
〔
事
物
の
不
生
起
は
〕
事
物
の
本
性
と
別
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
論
理
」
と
「
論
理
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
、
決
定
さ
れ
た
事
柄
」
と
い
う
異
門
勝
義
は
、
勝
義
諦
と
世
俗
諦
と
い
う
両
方

の
特
徴
を
有
し
、
厳
密
に
は
ど
ち
ら
と
も
決
定
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
本
質
的
な
勝
義
諦
と
矛
盾
が
な
い
こ
と
か
ら
勝
義
諦

で
あ
る
が
、
言
語
表
現
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
の
故
に
勝
義
諦
か
ら
は
逸
脱
す
る
。
一
方
で
、
顕
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
世
俗
諦
で
あ

る
が
、
論
理
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
、
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
世
俗
諦
か
ら
逸
脱
す
る
の
で
あ
る
。
何
れ
に
せ
よ
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー

ナ
ガ
ル
バ
は
、
『
二
諦
分
別
論
』
の
前
半
部
分
に
お
い
て
は
一
貫
し
て
「
論
理
」
と
「
論
理
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
、
決
定
さ
れ
た
事
柄
」
は

勝
義
諦
で
あ
る
と
述
べ
、
後
半
部
分
（
既
に
例
示
し
た
第
十
七
偶
と
そ
の
注
釈
部
分
）
に
お
い
て
最
終
的
に
は
、
こ
の
論
理
は
世
俗
諦
と
本

質
を
同
じ
く
す
る
か
ら
、
論
理
も
ま
た
世
俗
諦
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
本
来
雷
語
表
現
さ
れ
、
世
俗
諦
と
考
え
ら
れ
う
る
論
理
等
を
勝
義
諦
と
み
な
し
、
世
俗
諦
・
勝
義
諦
ど
ち
ら
と
も
心
え
る

と
両
義
的
に
捉
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
に
は
、
主
に
二
つ
の
理
由
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
経
典
と
の
整
合
性
の
問
題
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
仏
陀
の
雷
葉
と
さ
れ
る
経
典
に
は
、
し
ば
し
ぼ
勝
義
諦
と
世
俗
諦
は
同
義
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、

不
可
言
説
の
勝
義
諦
と
、
世
俗
諦
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
り
、
こ
う
し
た
経
典
の
文
言
と
の
整
合
性
を
取
る
た
め
に
は
、
ど

う
し
て
も
世
俗
諦
と
一
致
可
能
な
、
即
ち
言
語
表
現
可
能
な
勝
義
諦
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
主
た
る
対

究
極
的
真
理
と
世
俗
の
真
理

九
一
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二

論
者
（
四
二
諦
分
別
論
一
中
で
一
貫
し
て
非
難
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
唯
識
学
派
）
と
の
関
係
で
あ
る
。
唯
識
学
派
は
、
論
理
に
よ
る
吟
味
の

結
果
決
定
さ
れ
た
「
勝
義
と
し
て
不
生
」
と
い
う
中
観
派
の
言
明
の
「
勝
義
と
し
て
」
と
い
う
限
定
句
を
「
離
激
論
・
不
可
言
説
と
し
て
の

勝
義
諦
と
し
て
」
と
理
解
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
場
合
、
世
間
一
般
の
人
々
が
知
覚
す
る
「
事
物
の
生
起
扁
の
存
在
さ
え

も
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
世
間
の
人
々
が
承
認
し
て
い
る
世
間
世
俗
の
一
切
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
問
題
を
回
避
す

る
た
め
に
、
勝
義
に
対
し
て
論
理
と
い
う
世
俗
的
な
意
味
合
い
を
も
有
す
る
勝
義
諦
を
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
側
葡
が
あ
っ
た
と

　
　
（
2
1
）

思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
第
十
八
偶
と
第
十
九
偶
の
注
釈
部
分
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
経
典
引
用
と
言
明
に
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
ま
さ
に
そ
の
こ
と
の
故
に
、
経
典
〔
『
大
品
般
若
二
巴
に
も
、
「
ス
プ
ー
テ
ィ
よ
！
　
「
世
間
世
俗
も
〔
勝
義
と
は
〕
劉
で
あ
り
、
勝
義

　
　
も
又
〔
世
間
世
俗
と
は
〕
別
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
世
間
世
俗
の
真
如
こ
そ
が
勝
義
の
真
如
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

　
　
或
い
は
、
〔
論
理
だ
け
で
は
な
く
、
論
理
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
決
定
さ
れ
た
事
柄
で
あ
る
〕
「
〔
真
実
と
し
て
事
物
が
〕
生
起
〔
す
る
こ

　
　
と
〕
な
ど
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
㎏
も
又
、
あ
る
者
〔
論
理
学
者
U
中
観
論
者
〕
は
勝
義
〔
一
1
論
理
〕
で
あ
る
と
承
認
す
る
が
、
別
な
者

　
　
〔
唯
識
論
者
〕
は
真
実
〔
薩
離
戯
論
・
不
可
言
説
の
勝
義
〕
に
他
な
ら
な
い
と
承
認
す
る
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
経
典
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
〉

　
　
こ
の
言
葉
〔
勝
義
が
世
俗
で
あ
る
と
い
う
こ
と
〕
は
善
く
導
か
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
前
半
部
分
に
お
い
て
、
勝
義
諦
と
世
俗
諦
が
一
致
す
る
と
い
う
経
典
内
容
と
の
矛
盾
が
な
い
こ
と
、
そ
し
て
後
半
部
分
に
お
い
て
は
、

勝
義
諦
を
論
理
と
理
解
す
る
こ
と
で
、
唯
識
学
派
と
人
様
の
解
釈
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
な
ら
ぽ
、
『
二
丁
分
別
論
拙
に
お
い
て
「
論
理
扁
は
、
鰯
油
論
・
不
可
雷
説
の
勝
義
諦
と
棚
卸
し
、
欺
き
が
な

い
と
い
う
特
微
に
基
づ
く
時
に
は
勝
義
諦
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
顕
現
し
、
識
語
表
現
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
に
基
づ
く
時
に
は
世

俗
諦
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
五
節
　
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
の
思
想
的
立
場



　
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
が
説
い
た
二
諦
説
の
特
微
に
つ
い
て
は
既
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
、
所
謂
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
宗
義
文
献

（
α
q
ヨ
σ
H
艮
｝
戦
）
に
お
い
て
、
彼
の
思
想
的
立
場
は
、
「
験
伽
行
中
観
派
」
（
毫
鉾
．
9
霞
ω
要
。
α
冨
繭
自
ぴ
広
義
蝉
葛
）
、
「
経
量
中
観
派
」

（
ヨ
O
。
ω
α
Φ
ω
要
。
匹
葛
．
一
象
ニ
ヨ
蝉
冨
）
、
「
世
間
行
中
観
派
扁
（
q
自
営
Φ
コ
σ
q
惹
α
q
ω
巴
Φ
。
。
℃
《
。
鳥
℃
p
。
．
箆
び
二
B
口
臭
）
と
い
う
三
つ
の
学
派
の
何

れ
に
も
分
類
さ
れ
る
場
合
が
存
在
し
、
＝
疋
し
た
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
チ
ベ
ッ
ト
宗
義
文
献
に
つ
い
て
は
御
牧
克
己
氏
に
よ
っ

て
詳
し
く
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、
同
氏
に
よ
る
と
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
を
「
世
問
行
中
観
派
」
に
帰
属
せ
し
め
る
の
は
ウ
パ
ロ
サ
ル

（価

bﾃ

ｶ
℃
p
芭
○
ひ
q
ω
巴
な
ど
で
あ
り
、
「
経
量
中
観
派
」
に
帰
属
せ
し
め
る
の
は
主
に
ゲ
ー
ル
ク
派
（
匹
O
Φ
ξ
α
Q
ω
冨
）
の
論
師
範
で
あ
り
、

「
鍮
雪
行
中
観
派
」
に
帰
属
せ
し
め
る
の
は
、
サ
キ
ャ
派
（
ω
鋤
。
。
す
効
B
）
や
プ
ト
ソ
（
u
ご
二
の
ε
煽
殉
ぎ
畠
①
コ
ひ
Q
≡
び
一
一
二
九
〇
1
＝
二
六
四
V

　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

な
ど
で
あ
る
、
と
い
う
。

　
こ
れ
ら
三
種
の
中
観
派
の
呼
称
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
二
諦
の
区
別
の
仕
方
、
特
に
世
俗
諦
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
即
ち
、
「
中
観
派
」
と
い
う
呼
称
の
前
に
付
加
さ
れ
た
「
職
伽
行
」
（
豪
費
．
9
0
吋
ω
要
。
α
冨
）
、
「
経
量
」
（
ヨ
U
o
ω
α
Φ

ω
塁
○
α
B
）
、
「
世
間
行
」
（
q
斜
嵩
窪
ひ
q
蜀
膓
。
。
号
呂
《
o
α
冨
）
な
ど
の
呼
称
は
、
一
般
的
に
そ
れ
ぞ
れ
世
俗
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
と

い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
職
伽
行
中
観
派
」
は
世
俗
に
つ
い
て
坐
禅
行
唯
識
学
派
が
主
張
す
る
唯
識
説
を
認
め
る
中
観
派
、

「
経
量
中
観
派
」
は
世
俗
に
つ
い
て
経
量
部
の
理
論
を
認
め
る
中
観
派
、
「
世
間
行
中
観
派
」
は
世
俗
に
つ
い
て
世
帯
　
般
の
人
々
と
岡
じ

よ
う
に
理
解
す
る
中
観
派
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
中
観
派
に
関
す
る
こ
う
し
た
分
類
方
法
が
イ
ン
ド
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

来
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
先
行
研
究
に
お
い
て
基
本
的
に
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
呼
称
の
由
来
に
つ
い
て
は
別
の
見
解
も

示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
鍮
伽
行
中
観
」
と
「
経
量
中
観
」
と
い
う
呼
称
の
「
鍮
愚
行
」
と
か
「
円
盤
」
と
い
う
表
現
は
、
も
と
も
と
イ

ェ
ー
シ
ェ
ー
デ
（
磯
①
ω
冨
。
。
巴
ρ
九
世
紀
）
の
『
見
差
別
』
（
円
鋤
σ
餌
．
＝
（
身
巴
弓
費
）
に
お
い
て
「
輪
置
畳
六
斎
に
従
う
中
観
派
」
と
「
般
若

経
な
ど
に
従
う
中
観
派
篇
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
世
俗
に
お
い
て
唯
識
を
認
め
る
中
観
派
で
あ
る
と
か
、
世
俗
に
お
い

て
経
量
部
の
見
解
を
認
め
る
中
観
派
な
ど
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
趣
旨
の
見
解
が
松
本
史
朗
氏
に
よ
っ
て
提
出

究
極
的
真
理
と
世
俗
の
真
理

九
三
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（
2
5
V

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
松
本
氏
の
見
解
に
は
少
な
か
ら
ず
妥
当
性
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
イ
ェ
ー
シ
ェ
ー
デ

以
降
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
後
伝
播
期
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
中
観
派
分
類
に
関
し
て
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
な
く
、
最
初
に
示
し
た
よ
う
な
世

俗
諦
の
理
解
の
違
い
に
基
づ
く
分
類
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
何
れ
に
せ
よ
、
『
二
諦
分
別
論
』
を
著
作
し
た
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
が
、
チ
ベ
ッ
ト
の
宗
義
文
献
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
学
派
の

何
れ
に
も
分
類
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
非
常
に
奇
妙
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
勿
論
、
チ
ベ
ッ
ト
に
は
ゲ
ー
ル
ク
派
を
は
じ
め

と
し
て
幾
つ
か
の
主
要
な
仏
教
学
派
が
存
在
す
る
以
上
、
あ
る
人
物
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
彼
ら
の
闘
で
相
違
が
生
じ
た
と
し
て
も
不
思
議

で
は
な
い
。
し
か
し
、
ジ
ュ
ニ
ャ
…
ナ
ガ
ル
バ
以
外
の
他
の
主
要
な
論
師
の
場
合
、
そ
の
評
価
は
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
少

な
く
と
も
、
彼
の
よ
う
に
三
つ
の
学
派
の
何
れ
に
も
分
類
さ
れ
る
よ
う
な
人
物
は
見
出
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
宗
義
書
に
お
い

て
、
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
「
職
伽
行
中
観
派
」
の
人
物
と
し
て
、
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
…
カ
（
じ
σ
ご
鋤
く
附
く
色
（
P
六
世
紀
）
は
「
経
量
中
観
派
」

の
人
物
と
し
て
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
（
9
貫
目
5
糧
9
八
六
〇
〇
1
六
〇
）
は
「
世
間
行
中
観
派
」
の
入
物
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
何
故
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
に
関
し
て
の
み
こ
う
し
た
事
態
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
あ

る
一
人
の
論
師
が
ど
の
学
派
に
属
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
人
物
の
論
書
に
説
か
れ
た
内
容
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

彼
に
関
し
て
纏
え
ぽ
、
チ
ベ
ッ
ト
の
宗
義
文
献
に
お
い
て
既
述
の
学
派
分
類
の
際
に
引
用
さ
れ
る
論
書
は
例
外
な
く
『
二
諦
分
別
論
』
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
、
欄
二
諦
分
別
論
』
に
説
か
れ
た
二
諦
説
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
れ
ぽ
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
学
派
に
帰
属
せ
し
め
ら
れ
る
か

は
す
ぐ
に
決
定
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
う
な
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
、
ジ
ュ

ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
が
ど
の
よ
う
な
思
想
体
系
に
属
す
る
人
物
と
し
て
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
を
「
経
量
中
観
派
」
に
帰
属
せ
し
め
る
代
表
的
な
論
師
達
は
、
チ
ョ
ー
キ
ギ
ェ
ル
ツ
ェ
ン
（
Ω
さ
ω
嗣
（
覧

貝
α
q
《
山
け
ω
げ
讐
y
　
一
四
六
九
1
～
五
四
六
）
　
や
ジ
ャ
ム
ヤ
ソ
シ
ェ
　
ッ
パ
　
（
．
』
費
ゴ
鳥
｝
）
蜜
簿
欝
ひ
q
ω
σ
斡
ぴ
勲
α
℃
鋤
》
一
六
四
［
八
…
一
七
二
二
）
　
な
ど
ゲ
ー
ル
ク

派
の
論
師
達
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
主
張
は
彼
ら
に
先
行
し
、
ゲ
ー
ル
ク
派
の
最
重
要
人
物
で
あ
る
ツ
ォ
ン
カ
バ
（
↓
ω
9
薦
垂
鋤
渇
P
　
三
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

七
一
一
四
一
九
）
の
主
張
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
調
べ
た
限
り
に
お
い
て
、
筆
者
は
ツ
ォ
ソ
カ
バ
の
著
作
の

中
に
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
を
「
経
量
中
観
派
」
の
人
物
で
あ
る
と
明
確
に
叙
述
し
て
い
る
箇
所
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
ツ
ォ
ン
カ
バ
に
少
し
遅
れ
て
登
場
し
、
ツ
ォ
ン
カ
バ
を
批
判
し
た
こ
と
で
有
名
な
サ
キ
ャ
派
の
シ
ャ
ー
キ
ャ
チ
ョ
ク
デ
ン

（
ω
穿
冨
琶
9
0
ひ
q
匡
鋤
P
一
四
二
八
－
一
五
〇
七
）
は
、
『
中
観
決
択
』
（
自
ご
σ
償
讐
鋤
憎
墨
ヨ
O
千
転
Φ
ω
O
鋤
）
に
お
い
て
、
以
前
の
論
師
の
見
解

と
し
て
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
を
「
適
量
中
観
派
」
に
帰
属
せ
し
め
る
分
類
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
世
俗
諦
を
応
諾
し
た
後
に
、
そ
の
教
義
を
確
定
す
る
や
り
方
に
は
つ
い
て
は
三
種
の
相
違
が
存
在
す
る
。
即
ち
（
一
）
世
俗
〔
の
理

　
　
解
〕
は
経
量
部
と
一
致
し
て
い
る
と
応
諾
す
る
経
量
中
観
派
、
（
二
）
喩
専
行
派
と
一
致
し
て
い
る
と
応
諾
す
る
再
選
行
中
観
派
、

　
　
（
三
）
世
間
の
人
々
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
保
持
し
た
上
で
応
諾
す
る
世
間
行
中
観
派
、
で
あ
る
。
最
初
の
も
の
〔
1
1
経
量
中
観

　
　
派
〕
に
つ
い
て
は
、
老
師
．
ハ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
と
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
で
あ
る
。
何
故
な
ら
外
界
対
象
を
認
め
、
対
象
が
顕
現
す
る

　
　
智
を
有
す
る
と
応
諾
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
二
つ
目
〔
手
量
伽
行
中
観
派
〕
に
つ
い
て
は
、
菩
薩
シ
ャ
ー
ソ
タ
ラ
ク
シ
タ
で
あ
る
。

　
　
何
故
な
ら
外
界
対
象
を
否
定
し
、
顕
現
は
心
で
あ
る
と
応
諾
す
る
か
ら
で
あ
る
。
三
つ
圏
〔
一
1
世
間
行
中
観
派
〕
に
つ
い
て
は
、
老
師

　
　
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
で
あ
る
。
何
故
な
ら
世
俗
諦
に
つ
い
て
、
教
義
を
語
る
論
理
に
よ
っ
て
少
し
も
吟
味
す
る
こ
と
な
く
、
世
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
の
人
々
に
知
ら
れ
て
い
る
如
く
に
応
諾
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
は
、
以
前
の
論
師
が
考
え
る
「
経
量
中
観
派
」
「
論
伽
行
中
観
派
」
「
世
間
行
中
観
派
」
の
分
類
の
簡
単
な
根
拠
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

学
派
に
属
す
る
代
表
的
な
論
師
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
を
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
と
同
様
に
「
経

量
中
観
派
」
の
人
物
と
理
解
す
る
根
拠
と
し
て
は
、
彼
ら
が
「
外
界
対
象
を
認
め
る
こ
と
」
と
「
対
象
が
顕
現
す
る
智
を
有
す
る
こ
と
」
と

い
う
二
つ
の
主
張
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
前
者
は
、
ツ
ォ
ソ
カ
バ
が
『
意
趣
善
明
』
（
α
O
o
⇔
ぴ
q
ω
冨
類
σ

ひ
q
ω
鋤
一
）
中
の
ア
ー
ラ
や
識
批
判
の
箇
所
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
こ
と
と
一
致
し
て
い
る
。

　
　
〔
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
〕
『
中
観
心
論
』
（
竃
洩
ξ
餌
ヨ
餌
H
6
ξ
宣
旨
）
に
も
、
声
通
り
〔
了
義
〕
の
ア
ー
ラ
や
識
は
否
定
さ
れ
て
お

　
　
　
　
究
極
的
真
理
と
世
俗
の
真
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
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九
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
り
、
老
師
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
も
ま
た
、
外
界
対
象
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
ア
ー
ラ
や
識
を
主
張
し
な
い
。

　
こ
こ
で
、
ツ
ォ
ン
カ
バ
は
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
が
外
界
対
象
を
主
張
し
て
い
る
と
認
め
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
、
『
了
義
未
了
義
善
説

心
髄
』
（
U
憂
薦
轟
Φ
巴
①
ひ
q
。
。
σ
の
｝
ρ
㊦
。
。
ω
量
ぎ
α
q
℃
○
）
の
自
立
論
証
派
章
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
も
見
出
さ
れ
る
。

　
　
ジ
ュ
ニ
ャ
…
ナ
ガ
ル
パ
論
師
の
『
中
観
説
解
説
〔
1
1
二
諦
分
難
論
〕
』
も
、
世
間
の
言
語
習
慣
と
し
て
自
派
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
も

　
　
の
を
否
定
し
な
い
〔
立
場
〕
や
外
界
が
存
在
す
る
と
す
る
立
場
は
、
こ
〔
の
論
師
巨
バ
…
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
〕
と
等
し
い
よ
う
に
思
わ

　
　
（
2
9
）

　
　
れ
る
。

　
こ
こ
で
も
、
ジ
ュ
ニ
ャ
…
ナ
ガ
ル
バ
は
パ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
！
カ
と
同
様
に
外
界
存
在
を
認
め
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
御
牧
氏
は
こ
の

ツ
ォ
ン
カ
バ
の
言
明
を
、
ゲ
ー
ル
ク
派
が
ジ
ェ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
を
「
経
量
中
観
派
偏
の
人
物
と
み
な
す
根
拠
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
シ
ャ
ー
キ
ャ
チ
ョ
ク
デ
ソ
が
以
前
の
論
師
の
説
と
し
て
挙
げ
た
分
類
は
、
ツ
ォ
ン
カ
バ
の
説
で
あ
っ
た
可
能
性

が
高
い
。
さ
ら
に
、
御
牧
氏
は
こ
の
『
了
義
未
了
義
善
説
心
髄
』
の
内
容
か
ら
、
ツ
ォ
ン
カ
バ
が
主
張
す
る
パ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
説
の
要
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
0
＞

を
次
の
四
点
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
　
一
、
外
界
の
存
在
を
世
間
の
雷
語
習
慣
と
認
め
る
。

　
　
二
、
奮
形
象
知
識
論
の
立
場
を
と
る
。

　
　
三
、
ア
ー
ラ
や
識
、
染
汚
音
心
を
認
め
な
い
。

　
　
四
、
讐
鍮
伽
行
派
の
主
張
す
る
し
自
己
認
識
を
認
め
な
い
。

　
こ
の
う
ち
、
　
一
と
二
は
シ
ャ
…
キ
ャ
チ
丑
ク
デ
ン
に
よ
っ
て
以
前
の
論
師
（
ー
ー
ツ
ォ
ン
カ
バ
）
の
説
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ

ガ
ル
バ
も
含
ま
れ
る
「
経
量
中
観
派
」
の
根
拠
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
り
、
三
は
先
に
挙
げ
た
ツ
ォ
ソ
カ
バ
の
覗
意
趣
善
明
輪
に
説
か
れ
た

　
　
　
　
　
（
3
1
）

内
容
と
｝
致
す
る
。
こ
の
事
実
か
ら
、
ツ
ォ
ン
カ
バ
自
身
は
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
を
「
経
量
中
観
派
」
の
入
物
で
あ
る
と
直
接
的
に
述
べ

て
は
い
な
い
も
の
の
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
の
世
俗
理
解
が
「
重
量
中
観
派
扁
の
論
師
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
…
カ
の
ぞ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

れ
と
類
似
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
と
想
定
で
き
る
。

　
し
か
し
、
シ
ャ
ー
キ
ャ
チ
ョ
ク
デ
ン
は
先
ほ
ど
引
用
し
た
部
分
に
続
い
て
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
を
「
声
量
中
観
派
」
の
人
物
で
あ
る

と
み
な
す
ツ
ォ
ン
カ
バ
説
と
思
わ
れ
る
説
を
否
定
す
る
。
そ
の
際
『
三
諦
分
別
論
』
か
ら
多
く
の
偶
を
引
用
し
て
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ

の
世
俗
理
解
が
経
量
部
の
そ
れ
と
一
致
し
な
い
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
　
老
師
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
に
よ
る
世
俗
の
確
定
は
経
黒
部
と
一
致
す
る
と
は
応
諾
し
な
い
。
経
量
部
が
認
め
る
〔
世
俗
の
〕
究
極
と

　
　
は
「
外
界
対
象
は
隠
さ
れ
て
お
り
、
対
象
が
顕
現
し
て
い
る
知
が
、
外
界
対
象
を
実
際
に
は
認
識
す
る
こ
と
は
な
い
と
認
め
る
こ
と
」

　
　
で
あ
る
が
、
老
師
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
は
そ
の
よ
う
に
説
明
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
経
量
部
は
言
語
表
現
の
真
理

　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
、
　
、
（
3
3
）
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
・
　
、
　
、
　
、
　
　
…
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
　
〔
釧
世
俗
諦
〕
は
、
〔
自
ら
の
〕
論
理
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
た
後
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
老
師
〔
・
シ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
〕

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
は
そ
の
よ
う
に
説
明
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
又
ど
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
な
ら
、
経
量
部
の
考

　
　
え
方
の
権
威
あ
る
三
種
の
論
書
の
う
ち
〔
『
中
観
荘
厳
論
』
に
よ
る
と
〕
、
『
有
形
象
知
識
論
に
お
い
て
、
本
質
的
に
は
そ
の
両
者
〔
知

　
　
識
と
対
象
〕
は
別
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
〔
対
象
〕
と
〔
知
識
の
中
の
〕
影
像
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
構
想
さ
れ
た
も
の
の
み
を
知

　
　
覚
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
』
（
『
中
観
荘
厳
馬
丁
第
二
十
偶
）
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
老
師
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
は
そ
の

　
　
よ
う
に
説
く
者
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
『
二
諦
分
別
論
』
に
「
こ
の
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
こ
そ
が
世
俗
〔
諦
）
で
あ
り
」
（
第
三

　
　
偶
後
半
句
）
、
或
い
は
「
顕
現
す
る
が
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
本
性
と
す
る
故
に
、
こ
れ
〔
世
俗
〕
に
つ
い
て
は
吟
味
が
働
か
な
い
」
（
第

　
　
二
十
一
偶
前
半
句
）
と
説
か
れ
た
こ
と
と
、
「
『
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
で
あ
る
と
承
認
す
る
な
ら
、
私
達
に
と
っ
て
、
そ
れ
〔
た
だ

　
　
の
事
物
の
み
〕
は
弾
じ
も
の
で
あ
る
が
、
も
し
〔
汝
が
、
そ
れ
が
〕
論
理
的
な
も
の
で
あ
る
〔
こ
と
を
承
認
す
る
、
と
い
う
〕
な
ら
、

　
　
全
て
は
混
乱
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
』
。
も
し
〔
た
だ
の
事
物
の
み
が
〕
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
で
あ
る
と
、
汝
も
承
認
す
る
な
ら
、

　
　
私
達
は
同
じ
で
あ
り
、
私
達
も
ま
た
、
ど
う
し
て
〔
汝
に
対
し
て
〕
高
慢
さ
を
な
す
こ
と
が
あ
ろ
う
か
〔
な
す
は
ず
が
な
い
〕
。
し
か

　
　
し
、
も
し
汝
が
、
こ
れ
が
論
理
に
従
う
こ
と
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
応
諾
す
る
な
ら
、
そ
の
こ
と
を
私
達
は
承
認
し
な
い
。
何
故
な

究
極
的
真
理
と
世
俗
の
真
理

九
七
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ら
、
論
理
に
適
っ
て
い
る
な
ら
、
全
て
の
も
の
を
刈
り
取
っ
た
後
に
、
〔
そ
れ
ら
を
再
び
〕
撒
き
散
ら
す
如
く
だ
か
ら
で
あ
る
」
（
第
十

　
　
三
宝
と
そ
の
自
渡
部
分
）
と
説
か
れ
た
こ
と
と
、
「
顕
現
は
岡
じ
で
あ
る
も
効
果
的
作
用
愛
々
」
（
第
十
二
偶
）
と
い
う
こ
と
な
ど
と
い

　
　
う
対
象
が
顕
現
し
て
い
る
知
に
つ
い
て
、
対
象
が
実
際
に
顕
現
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
経
量
部
は
、
次
の
よ
う
に

　
　
〔
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
よ
っ
て
〕
『
プ
ラ
マ
ー
ナ
ヴ
ァ
ー
ル
ッ
テ
ィ
カ
隠
に
「
外
界
対
象
は
実
際
に
は
存
在
し
な
い
」
（
直
接
知
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
‘
3
〉

　
　
章
・
第
二
六
六
偶
最
終
句
）
と
説
か
れ
た
如
く
に
応
諾
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
シ
ャ
ー
キ
ャ
チ
ョ
ク
デ
ン
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
と
経
量
部
と
の
見
解
の
相
違
点
は
二
点
で
あ
る
。
即
ち
、

①
世
俗
諦
が
論
理
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
否
か
。
②
外
界
対
象
を
認
め
る
か
、
否
か
、
の
二
点
で
あ
る
。
①
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
本
稿
で
確
認
し
た
と
お
り
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
パ
は
世
俗
諦
に
対
す
る
吟
昧
を
認
め
て
い
な
い
。
②
に
つ
い
て
は
、
シ
ャ

ー
キ
ャ
チ
ョ
ク
デ
ン
は
以
前
の
論
師
（
1
ー
ツ
ォ
ン
カ
バ
）
の
経
量
部
課
の
理
解
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
者
と
も
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ

ル
バ
が
外
界
対
象
を
認
め
て
い
た
と
考
え
て
い
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
即
ち
、
両
者
の
晃
解
の
相
違
点
は
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
の

二
諦
説
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
経
量
部
説
に
つ
い
て
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
後
で
「
経
量
中
観
派
」
を
は
じ
め
と
す

る
自
立
論
証
派
、
及
び
帰
謬
論
証
派
と
呼
ば
れ
る
中
観
学
派
の
論
露
髄
は
全
て
、
世
俗
諦
の
理
解
に
つ
い
て
は
同
じ
で
あ
る
と
言
明
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

る
こ
と
か
ら
、
彼
自
身
は
こ
れ
ら
の
区
分
自
体
が
無
意
味
だ
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
で
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
を
「
世
間
行
中
観
派
扁
と
主
張
す
る
ウ
パ
群
サ
ル
は
、
ジ
ュ
ニ
ャ
…
ナ
ガ
ル
バ
を
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル

テ
ィ
と
同
じ
「
世
間
行
中
観
派
偏
の
論
師
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
そ
の
論
拠
と
し
て
『
二
諦
分
別
論
隔
第
二
十
一
偶
を
引
用
し
て
い
る
。

　
　
顕
現
す
る
が
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
本
性
と
す
る
故
に
、
こ
れ
〔
世
俗
〕
に
つ
い
て
は
吟
味
が
働
か
な
い
。
も
し
吟
味
す
る
な
ら
、
別
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
　
意
味
に
至
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
〔
吟
味
を
な
す
者
が
〕
拒
斥
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
ウ
パ
ロ
サ
ル
は
「
世
俗
に
は
吟
味
が
働
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
を
「
世
間
行
中
観
派
」

の
論
師
で
あ
る
と
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
、
既
に
引
用
し
た
シ
ャ
ー
キ
ャ
チ
ョ
ク
デ
ン
の
『
中
観
決
択
』
中
で
、
以
前
の
論
師
が
、
チ
ャ
ン
ド



ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
「
世
間
行
中
観
派
」
の
論
師
で
あ
る
と
主
張
す
る
根
拠
と
し
て
挙
げ
た
「
世
俗
諦
に
つ
い
て
は
吟
味
を
な
さ
ず
、
世
間
の

者
達
が
認
め
る
如
く
に
承
認
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
雷
明
と
一
致
す
る
。
さ
ら
に
既
に
挙
げ
た
様
に
、
シ
ャ
ー
キ
ャ
チ
ョ
ク
デ
ン
が
ジ
ュ

ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
に
つ
い
て
「
経
量
中
観
派
」
の
論
師
で
あ
る
と
い
う
説
を
否
定
す
る
際
に
も
、
こ
の
第
二
十
一
偶
の
前
半
句
は
そ
の
根
拠

と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
等
量
部
と
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
の
世
俗
理
解
の
違
い
と
し
て
、
や
は
り
吟
味
の
有
無
が
問
題
と
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
（
シ
ャ
ー
キ
ャ
チ
ョ
ク
デ
ソ
引
用
文
の
傍
点
部
分
）
。
こ
う
し
た
事
実
に
基
づ
く
な
ら
、
シ
ャ
ー
キ
ャ
チ
ョ
ク
デ
ン
も
実
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

に
は
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
に
つ
い
て
「
世
問
行
中
観
派
」
と
同
様
の
理
解
を
有
し
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ジ
ュ
ニ

ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
が
「
世
間
行
中
観
派
」
と
み
な
さ
れ
る
根
拠
は
、
「
世
俗
に
は
吟
味
が
働
か
な
い
」
と
い
う
『
二
諦
分
別
論
』
の
言
明
に
基

づ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
を
「
鍮
伽
行
中
観
派
」
の
論
師
で
あ
る
と
み
な
す
説
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
彼
を
「
鍮
伽

行
中
観
派
」
の
論
師
で
あ
る
と
す
る
プ
ト
ソ
の
『
プ
ト
ン
仏
教
史
』
（
b
d
二
ω
8
昌
9
0
ω
げ
《
§
ぴ
q
）
で
は
、
楡
言
行
中
観
派
の
論
師
の
一
人
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

し
て
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
の
名
前
を
挙
げ
る
の
み
で
、
そ
の
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
。
ま
た
コ
ラ
ム
パ
（
O
o
鑓
ヨ
ω
冨
σ
Q
o
o
弾
弓
ヨ
ω

ω
窪
α
q
α
q
ρ
～
四
二
九
…
八
九
）
の
言
及
も
次
の
よ
う
に
簡
潔
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
パ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
に
よ
っ
て
外
界
対
象
が
応
諾
さ
れ
た
「
経
量
中
観
派
」
と
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
に
よ
っ
て
顕
現
が
心
と
し
て

　
　
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
〔
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
と
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
〕
「
鍮
伽
行
中
観
派
で
あ
る
㎏
と
以
前
の
馬
歯
に
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
　
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
、
こ
れ
ら
二
つ
が
自
立
論
証
派
の
区
別
で
あ
る
。

　
こ
の
言
明
は
コ
ラ
ム
パ
の
自
説
で
は
な
く
、
彼
に
先
行
す
る
タ
ク
パ
ギ
ェ
ル
ツ
ェ
ン
（
○
轟
ひ
q
ω
冨
嶺
捧
｝
ヨ
け
珍
睾
”
　
一
四
七
－
一
一
玉

戸
）
の
説
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
鍮
所
行
中
観
派
」
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
顕
現
を
心
で
あ
る
と
認
め
る
」
と
い
う
主
張
で

あ
る
。
こ
れ
は
既
に
挙
げ
た
シ
ャ
ー
キ
ャ
チ
ョ
ク
デ
ン
の
『
中
観
決
択
』
で
以
前
の
論
師
に
よ
っ
て
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
が
「
鍮
伽
行
中

観
派
」
の
論
師
と
し
て
み
な
さ
れ
た
際
の
根
拠
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
見
解
が
『
言
論
分
別
論
』
の
い
か
な
る
記
述
に
基
づ
く
の
か

究
極
的
真
理
と
世
俗
の
真
理

九
九
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は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
に
そ
の
根
拠
は
明
瞭
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
が
「
鍮
伽
行
中
観
派
」
の
論
師

と
み
な
さ
れ
た
背
景
に
は
、
常
に
「
介
卵
行
中
観
派
」
の
論
師
と
み
な
さ
れ
る
シ
ャ
ー
ソ
タ
ラ
ク
シ
タ
が
『
二
諦
分
甥
論
』
に
対
し
注
釈

（
三
諦
分
別
論
細
疏
』
）
を
書
い
て
い
る
と
い
う
事
実
が
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
シ
ャ
…
ソ
タ
ラ
ク
シ
タ
は
チ
ベ
ッ
ト
に

イ
ン
ド
仏
教
を
根
付
か
せ
る
基
礎
を
作
り
、
チ
ベ
ッ
ト
で
は
最
大
の
賛
辞
で
も
っ
て
菩
薩
と
呼
ば
れ
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
「
鍮
伽
行

中
観
派
」
の
入
物
で
あ
る
以
上
、
彼
が
注
釈
を
書
い
た
『
二
諦
分
別
論
』
の
作
者
で
あ
る
ジ
ュ
ニ
ャ
…
ナ
ガ
ル
バ
も
同
一
の
学
派
の
入
物
で

あ
る
、
と
考
え
ら
れ
た
節
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ツ
ォ
ン
カ
バ
は
、
『
中
観
荘
厳
論
』
（
窯
糞
。
象
｝
・
壁
ご
9
。
惹
一
鑓
覧
ゐ
鱗
鑓
）
の
著
者
で
あ
り
「
職
鼠
壁

中
観
派
」
の
論
師
で
あ
る
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
が
外
界
対
象
を
認
め
る
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
が
書
い
た
『
二
諦
分
講
論
』
に
注
釈
書
を

書
く
は
ず
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
『
二
番
分
溺
論
細
疏
撫
の
著
者
で
あ
る
シ
ャ
…
ソ
タ
ラ
ク
シ
タ
は
『
中
観
荘
厳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
＞

論
隔
の
著
者
で
あ
る
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
と
為
人
で
あ
る
と
強
引
に
主
張
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
が

「
鍮
品
行
中
観
派
」
の
論
師
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
常
に
「
鍮
伽
行
中
観
派
」
の
論
師
と
考
え

ら
れ
て
き
た
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
と
の
思
想
的
な
関
係
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
実
は
、
シ
ャ
…
ソ
タ
ラ
ク
シ
タ
と
ジ
ュ
ニ
ャ
…
ナ
ガ
ル
バ
を
「
喩
伽
行
中
観
派
」
の
論
師
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
活
発
に
議
論
が
行
わ
れ
た
が
、
結
論
が
得
ら
れ
ぬ
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
議
論
し
た
の
は
、
主
に

　
郷
正
道
氏
と
松
本
史
麟
氏
で
あ
る
。
両
氏
と
も
ジ
ュ
ニ
ャ
…
ナ
ガ
ル
バ
と
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
の
世
俗
に
関
す
る
理
解
は
同
じ
で
あ
る

と
考
え
る
も
の
の
、
一
郷
氏
は
爾
氏
を
「
楡
伽
行
中
観
派
偏
の
論
師
で
あ
る
と
考
え
、
松
本
氏
は
「
世
間
の
人
々
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
鍮
伽
行
派
の
見
解
で
あ
る
と
か
、
経
童
部
の
見
解
で
あ
る
と
か
と
捉
ら
え
る
こ
と
な
く
、
た
だ
成
立
す
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
4
〉

る
」
と
述
べ
、
強
い
て
言
う
な
ら
ぽ
「
世
話
行
中
観
派
」
の
立
場
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
両
氏
の
見
解
が
真
二
つ
に
分
か
れ
る
の
は
、
霞
己
認
識
（
知
識
が
知
識
自
身
の
中
の
対
象
の
顕
現
を
見
る
と
い
う
「
知
識
に
よ
る
知
識
自
身

の
認
識
」
）
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
、
と
い
う
点
に
尽
き
て
い
る
。
即
ち
、
松
本
氏
は
「
両
論
師
は
色
形
な
ど
を
自
己
認
識
の
対
象



と
は
認
め
て
い
な
い
」
と
主
張
し
、
一
郷
氏
は
「
印
形
な
ど
を
自
己
認
識
の
対
象
と
認
め
た
」
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
松
本
氏
が

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ゲ
ー
ル
ク
派
に
お
い
て
「
経
量
中
観
派
」
の
論
師
と
さ
れ
る
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
は
言
説
（
世
俗
）
と
し
て
も

自
己
認
識
を
否
定
し
た
と
さ
れ
、
一
方
「
鍮
心
行
中
観
派
」
の
論
師
と
さ
れ
る
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
言
説
と
し
て
は
自
己
認
識
を
否
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

し
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
が
「
鍮
伽
行
中
観
派
」
の
論
師
で
あ
る
か
ど
う
か
、

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
確
認
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
が
「
言
説
（
世
俗
）
に
お
い
て
自
己
認
識
を
認
め
た
の
か
、
そ
れ
と
も
認
め
な
か
っ
た
の

か
」
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　
一
郷
士
と
松
本
氏
に
よ
っ
て
問
題
と
さ
れ
た
『
難
語
分
別
論
』
に
引
用
さ
れ
る
『
聖
無
尽
意
経
』
の
注
釈
に
お
い
て
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル

バ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
そ
れ
故
に
、
無
分
別
な
直
接
知
覚
の
知
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
本
性
と
す
る
も
の
、
即
ち
、
色
形
な
ど
や
楽
な
ど
、
認
識
と
し

　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
　
て
成
立
し
て
い
る
諸
々
の
も
の
は
、
世
俗
諦
に
他
な
ら
な
い
。

　
確
か
に
こ
の
経
典
が
引
用
さ
れ
る
の
は
、
第
五
偶
か
ら
始
ま
る
一
連
の
自
己
認
識
批
判
の
文
脈
中
で
あ
る
が
、
こ
の
注
釈
を
見
る
限
り
、

世
俗
諦
と
し
て
認
め
ら
れ
る
五
霞
や
楽
な
ど
全
て
の
も
の
は
外
界
対
象
を
想
定
せ
ず
に
た
だ
認
識
と
し
て
成
立
し
て
お
り
、
世
俗
諦
と
し
て

自
己
認
識
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
は
そ
の
文
脈
の
最
後
の
中
間
偶
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。　

　
自
己
を
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
心
の
働
く
対
象
で
あ
る
知
は
清
浄
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
真
実
と
し
て
は
理
に
匂
っ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
　
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
考
え
な
さ
い
〔
不
合
理
な
も
の
に
他
な
ら
な
い
〕
。

　
こ
の
書
明
も
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
自
己
認
識
の
否
定
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
「
自
己
認
識
は
真
実
と
し
て
は
理
に
適
っ

て
い
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
裏
を
返
せ
ば
、
自
己
認
識
は
世
俗
諦
と
し
て
は
理
に
適
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
他

な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
の
思
想
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
即
ち
『
中
観
荘
厳
論
』
に
は
次
の
よ
う
な
言
明
が
見
出

究
極
的
真
理
と
世
俗
の
真
理

｝
〇
一
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さ
れ
る
。

　
　
自
己
認
識
も
世
俗
諦
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
～
多
の
自
性
に
基
づ
く
考
察
に
耐
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
既
に
決
定
し

　
　
　
（
4
5
）

　
　
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
も
世
俗
と
し
て
自
己
認
識
を
肯
定
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
実
例
に
基
づ
く
な
ら
ぽ
、
「
全
て
の
世

俗
的
な
も
の
は
自
己
認
識
と
し
て
成
立
し
て
い
る
」
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
世
俗
的
な
も
の
は
金
て
唯
識
で
あ
り
、
外
界
対
象
を

考
え
る
必
要
は
な
い
、
即
ち
彼
ら
は
「
鍮
伽
行
中
観
派
」
の
論
師
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
第
三
十

掲
の
注
釈
部
分
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
も
見
出
さ
れ
る
。

　
　
墨
形
な
ど
の
本
体
は
、
分
別
と
い
う
過
炎
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
て
お
ら
ず
、
〔
因
や
縁
に
依
拠
し
て
生
じ
る
か
ら
〕
依
他
起
〔
を
本
性
と

　
　
す
る
も
の
〕
で
あ
り
、
〔
分
劉
を
欠
い
た
〕
識
の
み
が
顕
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
〔
自
己
認
識
で
あ
る
か
ら
〕
否
定
さ
れ
え
な
い
だ

　
　
け
で
な
く
、
〔
も
し
否
定
を
〕
行
う
な
ら
、
〔
そ
の
否
定
を
行
う
〕
行
為
者
自
身
が
、
直
接
知
覚
〔
や
推
理
〕
な
ど
に
よ
っ
て
も
拒
斥
さ

　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
V

　
　
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
『
二
諦
分
別
論
魅
に
は
、
自
己
認
識
と
い
う
言
葉
は
見
出
さ
れ
な
い
が
、
「
分
葱
を
欠
い
た
因
縁
生
の
も
の
」
と
い
う
既
に
世
俗
諦
で
あ

る
と
確
認
し
た
事
柄
が
、
傍
点
で
示
し
た
よ
う
に
「
識
の
み
が
顕
現
し
て
い
る
も
の
」
に
他
な
ら
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
自
己

認
識
を
意
図
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
括
弧
で
説
明
を
補
っ
た
よ
う
に
、
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
明
ら
か
に
自
己
認
識
の
こ
と
で

あ
る
と
注
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一
連
の
雷
明
は
、
一
聯
氏
が
主
張
す
る
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
と
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
両

論
師
が
「
楡
伽
行
中
観
派
扁
の
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
理
解
を
確
か
に
補
完
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
事
実
が
存
在
す
る
｝
方
で
、
松
本
氏
が
主
張
す
る
よ
う
に
彼
ら
を
「
世
聞
行
中
観
派
し
の
論
師
で
あ
る
と
考
え
ざ
る

を
得
な
い
例
も
『
二
諦
分
別
脱
営
に
は
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
三
偶
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
こ
の
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
こ
そ
が
世
俗
〔
諦
〕
で
あ
り
、
〔
そ
れ
と
は
〕
別
の
も
の
こ
そ
が
、
も
う
一
方
の
も
の
〔
勝
義
諦
〕
で



　
　
（
4
7
）

　
　
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
『
二
尊
分
別
論
』
第
十
二
偶
自
注
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
注
釈
を
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

　
　
世
間
の
者
達
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
そ
の
ま
ま
に
確
定
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
言
明
は
、
世
俗
と
し
て
規
定
さ
れ
た
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
と
は
、
世
間
の
君
達
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
ま

ま
の
も
の
で
あ
り
、
「
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
喜
ば
し
い
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
実
例
は
一
郷
雲
と
の
一
連

の
議
論
の
中
で
松
本
氏
に
よ
っ
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
氏
は
こ
れ
ら
の
記
述
を
根
拠
と
し
て
、
「
世
間
の
入
は
一
般
に
、
色
形
な

ど
を
、
外
境
と
し
て
で
は
な
く
、
自
己
認
識
の
対
象
と
し
て
識
の
形
象
と
理
解
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
」
と
・
王
家
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
世
間
の
人
々
が
理
解
し
て
い
る
ま
ま
に
世
俗
を
捉
ら
え
る
な
ら
ば
、
鳩
信
な
ど
が
自
己
認
識
の
上
に
理
解
さ
れ
る
な
ど
と
は
考
え

る
の
は
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
際
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
チ
ベ
ッ
ト
の
論
師
達
も
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
が
外
界
対
象
を

認
め
た
と
考
え
て
い
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
松
本
氏
の
主
張
を
支
持
す
る
よ
う
な
例
は
、
第
八
偶
の
注
釈
中
に
も
見
出

さ
れ
る
。

　
　
諸
々
の
因
縁
に
依
拠
し
て
生
起
し
て
い
る
も
の
が
、
実
世
俗
の
真
理
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
凡
夫
に
至
る
ま
で
の
者

　
　
の
知
と
一
致
し
て
、
原
因
に
基
づ
い
て
顕
現
す
る
あ
ら
ゆ
る
対
象
が
実
世
俗
で
あ
る
の
は
理
に
適
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
知
に
お
け

　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
（
4
9
）

　
　
る
顕
現
と
相
応
し
て
事
物
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
も
傍
点
で
示
し
た
よ
う
に
、
「
知
に
お
け
る
顕
現
と
相
応
し
て
事
物
が
存
在
す
る
か
ら
」
と
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
二
形
な

ど
因
縁
に
依
拠
し
て
生
じ
た
（
世
俗
諦
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
）
も
の
が
、
知
に
お
け
る
顕
現
の
み
（
唯
識
）
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
知
に

お
け
る
顕
現
と
相
応
し
て
事
物
が
存
在
す
る
な
ど
と
は
述
べ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
『
二
面
分
別
論
』
中
に
は
、
松
本
氏
が
主
張
す
る
よ
う
に
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
を
「
世
間
行
中
観
派
」
の
論
師
と
し
か

理
解
で
き
な
い
よ
う
な
記
述
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
矛
盾
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
解

究
極
的
真
理
と
世
俗
の
真
理

一
〇
三
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一
〇
颯

決
す
る
重
要
な
手
が
か
り
は
、
ダ
ル
マ
タ
シ
…
（
U
。
。
コ
5
帥
げ
ζ
鋤
ω
三
。
。
）
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
二
諦
分
別
論
』
に
対
す
る
注
釈
書
の
中
に

　
　
　
（
5
0
）

追
出
さ
れ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
入
に
よ
る
こ
の
注
釈
書
中
に
は
、
残
念
な
が
ら
後
代
の
チ
ベ
ッ
ト
宗
義
文
献
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
「
鍮
伽
行
中

観
派
」
や
「
経
量
中
観
派
」
な
ど
と
い
う
中
観
派
の
分
類
に
関
す
る
記
述
は
存
在
し
な
い
た
め
に
、
ダ
ル
マ
タ
シ
ー
が
具
体
的
に
ジ
ュ
ニ
ャ

ー
ナ
ガ
ル
バ
の
思
想
的
立
場
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
注
釈
中
に
、
実
世
俗
と
邪
世
俗
の
区
別
の

仕
方
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
分
類
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
一
）
「
論
書
の
著
者
に
知
ら
れ
て
い
る
二
つ
の
区
別
」
（
二
）
コ
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
二
つ
の
区
別
」
（
三
）
「
実
世
俗
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
溌
）

　
　
の
論
争
を
排
除
す
る
こ
と
偏

　
つ
ま
り
、
『
二
諦
分
甥
論
』
に
お
い
て
は
、
第
八
偏
と
第
十
二
偶
と
二
箇
所
に
お
い
て
実
世
俗
と
邪
世
俗
の
区
溺
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
実
・
邪
世
俗
の
分
類
が
何
故
こ
の
よ
う
に
二
箇
所
に
お
い
て
な
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
二
つ
に
分
か
れ
て
説
か
れ
た
理
由
と
し
て
こ
れ
ま
で
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
き
た
理
由
は
、
シ
ャ
…
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
の

注
釈
に
基
づ
い
て
、
実
世
俗
は
共
通
で
一
つ
で
あ
る
も
、
第
八
偶
で
延
分
溺
の
邪
世
俗
が
説
か
れ
、
第
十
二
偶
で
無
分
劉
の
邪
世
俗
が
説
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
V

れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
実
世
俗
を
一
つ
、
邪
世
俗
を
等
分
劉
な
も
の
と
無
分
溺
な
も
の
と
い
う
二
つ
と
し
て
捉
ら
え
、
世
俗
を

全
体
で
三
つ
に
分
け
る
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
の
説
明
は
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
有
分
別
の
邪
世
俗
と
無
分
別
の
邪
世
俗
の

説
明
を
第
八
偶
と
第
十
二
掲
に
振
り
分
け
る
の
は
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
有
分
別
の
邪
世
俗
を
説
明
し
て
い
る
と
い
う
第

八
偶
の
注
釈
部
分
に
お
い
て
は
、
無
分
甥
の
邪
世
俗
を
説
明
す
る
第
十
二
偶
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
効
果
的
作
用
能
力
の
有
無
が
同
様

に
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
ダ
ル
マ
タ
シ
ー
に
よ
る
と
、
第
八
偶
に
お
い
て
は
（
一
）
が
説
か
れ
て
お
り
、
第
十
二
偶
に
お
い

て
は
（
二
）
が
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
八
偏
に
お
い
て
世
俗
を
分
類
す
る
場
合
、
そ
れ
は
外
教
徒
や
仏
教
諸
学
派

の
論
師
を
網
手
に
し
て
お
り
、
第
十
二
偶
に
お
い
て
は
、
世
話
一
般
の
人
々
を
相
手
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、

論
書
の
著
者
を
相
手
に
し
て
い
る
第
八
斗
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
然
「
自
己
認
識
」
と
い
う
テ
ク
ニ
カ
ル
な
用
語
を
用
い
る
こ
と
が
あ
り



う
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
本
稿
の
最
初
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
第
八
偶
に
お
け
る
世
俗
諦
の
分
類
に
お
い
て
邪
世
俗
と
さ
れ
た
の
は
、
仏
教
諸

学
派
、
及
び
イ
ン
ド
諸
哲
学
学
派
の
学
者
に
よ
っ
て
真
実
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
第
十
二
偶
に
お
い
て
世
間
　
般

の
人
々
を
相
手
に
し
て
い
る
場
合
に
は
、
松
本
氏
が
主
張
す
る
よ
う
に
一
般
の
下
々
が
考
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
自
己
認
識
と
い
う
表
現

を
用
い
て
説
明
す
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
一
郷
氏
と
松
本
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
『
二
諦
分
別
論
』
中
の
実

例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
内
容
的
に
第
八
偶
と
第
十
二
偶
に
関
わ
る
部
分
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
世
俗
の
区
別
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
も
第
八
偶
を
注
釈
す
る
際
に
、
ダ
ル
マ
タ
シ
ー
と
同
様
の
注
釈
を
ご
く

簡
単
に
で
は
あ
る
が
述
べ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
　
世
俗
に
つ
い
て
誤
っ
て
理
解
し
て
い
る
知
を
有
す
る
者
達
に
対
し
て
、
〔
実
世
俗
と
邪
世
俗
の
〕
区
別
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　
　
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ジ
ュ
ニ
ャ
…
ナ
ガ
ル
バ
は
『
二
諦
分
別
論
』
の
あ
る
箇
所
で
は
「
鍮
並
行
中
観
派
」
の
論
師
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
自
己

認
識
と
い
う
特
殊
な
用
語
を
用
い
て
世
俗
を
説
明
し
、
ま
た
別
の
箇
所
で
は
世
間
一
般
の
人
と
岡
じ
よ
う
に
理
解
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て

「
世
間
行
中
観
派
」
と
理
解
さ
れ
る
表
現
を
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
世
俗
に
つ
い
て
説
明
す
る
際
に
、
そ

の
相
手
に
よ
っ
て
説
明
の
仕
方
を
使
い
分
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
世
尊
が
説
法
を
行
う
際
に
そ
の
相
手
に
応
じ
て

説
く
内
容
を
変
え
た
対
客
説
法
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
の
思
想
的
立
場
に
関
し
て
、
そ
の
立
場
を
「
鍮
伽

行
中
観
派
」
で
あ
る
と
か
、
「
世
間
行
中
観
派
」
で
あ
る
と
か
と
決
定
す
る
こ
と
は
本
質
的
に
は
妥
当
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
し
、
『
二
諦
分
別
論
』
に
説
か
れ
た
「
顕
現
す
る
が
ま
ま
の
も
の
」
と
い
う
世
俗
の
定
義
に
基
づ
く
限
り
、
彼
を
「
世
間
行
中
観
派
」

の
論
師
と
解
釈
す
る
こ
と
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
。

究
極
的
真
理
と
世
俗
の
真
理

一
〇
五
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第
六
節
　
結

証口口

　
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
が
「
経
量
中
観
派
」
の
論
師
と
み
な
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
、
「
経
量
中
観
派
」
の
論
師
と
み
な
さ
れ
る
バ
ー
ヴ

ィ
ヴ
ェ
ー
カ
と
の
思
想
の
類
似
性
に
基
づ
き
、
一
方
で
、
「
職
伽
行
中
観
派
」
の
論
師
と
み
な
さ
れ
る
場
合
は
、
「
鍮
伽
行
中
観
派
」
の
論
師

と
み
な
さ
れ
る
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
と
の
関
係
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
が
h
早
瀬
中
観
派
」
の
論
師
か
「
世
闘
行
中
観

派
」
の
論
師
で
あ
る
か
を
区
劉
す
る
際
に
は
、
世
俗
の
事
柄
に
対
す
る
「
吟
味
」
の
有
無
が
問
題
と
さ
れ
、
「
喩
奉
行
中
観
派
」
の
論
師
か

「
世
間
行
中
観
派
」
の
論
師
で
あ
る
か
を
区
別
す
る
際
に
は
、
世
俗
諦
と
し
て
自
己
認
識
の
理
論
を
承
認
す
る
か
、
否
か
、
と
い
う
点
に
基

づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
何
れ
と
も
解
釈
さ
れ
う
る
思
想
を
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
パ
は
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ダ
ル
マ

タ
シ
…
の
注
釈
に
基
づ
く
な
ら
ぽ
、
彼
は
そ
れ
を
説
く
相
手
が
、
論
書
の
作
者
で
あ
る
か
、
或
い
は
世
間
～
般
の
人
々
で
あ
る
か
に
応
じ
て

述
べ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
彼
を
何
れ
の
学
派
に
帰
属
せ
し
め
る
こ
と
も
厳
密
に
は
妥
当
で
は
な
く
、
彼
の
実
際
の
思
想

を
理
解
す
る
妨
げ
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
本
稿
で
筆
者
が
扱
う
こ
と
の
で
き
た
文
献
は
限
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
な
る
調
査
が

必
要
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
現
段
階
で
敢
え
て
分
類
す
る
な
ら
ぽ
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
は
世
俗
諦
に
つ
い
て
は
、
世

間
の
人
々
と
同
様
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
故
な
ら
、
世
間
の
人
々
と
同
様

の
世
俗
の
理
解
は
、
論
書
の
作
者
に
も
許
容
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
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（
1
）
　
『
二
塩
分
劉
論
』
に
は
、
四
十
六
偶
か
ら
な
る
『
二
言
分
別
論
偶
』
（
ω
p
。
蔓
9
。
融
く
鋤
く
即
く
ぴ
げ
9
9
q
巴
（
胃
節
鯛
）
と
、
そ
の
偏
頒
を
含
ん
だ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー

　
ナ
ガ
ル
パ
の
自
注
『
直
腸
分
別
論
自
注
㎞
（
ω
9
曙
餌
山
く
9
葦
く
箭
げ
9
。
｝
α
q
ゆ
く
甑
巳
の
二
つ
が
存
在
す
る
が
、
一
般
的
に
引
用
さ
れ
る
の
は
『
二
諦
分
別
論
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

注
』
の
方
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
に
お
い
て
『
二
百
分
三
論
』
と
い
う
場
合
に
は
、
こ
の
自
注
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
『
二
型
分
別
論
』
に
は
、

　
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
に
よ
る
注
釈
書
『
二
諦
分
別
論
細
疏
聴
も
存
在
す
る
。

（
2
）
　
『
二
諦
分
別
論
』
中
に
お
い
て
は
、
勝
義
諦
は
勝
義
、
世
俗
諦
は
世
俗
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
筆
者
の
記
述
部
分
に
関

　
し
て
は
基
本
的
に
は
勝
義
諦
・
世
俗
諦
と
い
う
表
記
を
用
い
る
が
、
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
引
用
部
分
に
お
い
て
は
原
文
の
表
記
に
従
い
勝
義
・
世
俗
と
記
述

す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
際
、
実
質
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
勝
義
諦
・
世
俗
諦
を
意
味
し
て
い
る
。

（
3
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究
極
的
真
理
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世
俗
の
真
理
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（
1
3
）
　
「
顕
現
」
と
い
う
観
点
か
ら
世
俗
諦
の
区
別
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
．
に
も
説
示
で
き
う
る
。

　
　
一
、
慢
間
の
人
々
の
直
接
知
覚
に
顕
現
し
、
効
果
的
作
罵
の
能
力
を
有
す
る
も
の

　
　
二
、
世
間
の
人
々
に
は
顕
現
し
な
い
が
、
，
一
切
知
者
で
あ
る
仏
・
世
尊
に
は
顕
現
す
る
も
の

　
　
三
、
顕
現
し
て
い
る
が
、
効
果
的
作
用
の
能
力
を
欠
い
て
い
る
も
の

　
　
四
、
世
間
の
人
々
の
直
接
知
覚
に
は
顕
現
し
な
い
が
、
事
物
の
本
性
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
事
物
が
顕
現
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
事
物
の
本
性
も
顕

　
　
　
　
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の

　
　
こ
の
う
ち
、
一
、
二
、
四
が
実
世
俗
と
し
て
承
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
三
の
み
が
邪
世
俗
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
顕
現
し
な
い
も
の
、
即
ち
構
想
さ
れ

　
た
も
の
は
全
て
邪
世
俗
で
あ
る
。
た
だ
し
四
に
つ
い
て
は
、
第
四
節
で
論
理
を
説
明
す
る
際
に
言
及
し
て
い
る
。

（
1
4
）
　
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
の
『
二
諦
分
別
論
隠
を
主
に
扱
っ
た
研
究
と
し
て
は
、
松
本
史
朗
「
冒
碧
p
ゆ
び
q
費
げ
冨
の
二
竜
馬
」
、
『
仏
教
学
隔
五
、
一
九

　
七
八
年
、
一
〇
九
…
＝
二
七
頁
。
竃
．
P
丙
。
冨
γ
鳶
§
§
さ
、
～
桑
§
N
、
ミ
§
§
§
§
ミ
。
・
”
ω
け
讐
Φ
q
一
瓢
く
段
ω
圃
蔓
。
隔
Z
①
薫
く
。
蒔
℃
「
①
ω
ρ
冨
。
。
N
松
下

　
了
宗
「
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
の
二
回
分
三
論
－
和
訳
研
究
（
上
）
…
」
、
『
龍
谷
大
学
大
学
院
紀
要
』
五
、
一
九
八
三
年
、
二
七
i
四
九
頁
。
同
「
ジ
ュ

　
ニ
ャ
…
ナ
ガ
ル
バ
の
こ
諦
分
別
論
－
和
訳
研
究
（
下
）
…
」
、
『
龍
谷
大
学
大
学
院
紀
要
』
七
、
一
九
八
五
年
、
二
七
一
五
三
頁
。
同
「
ω
2
。
蔓
巴
く
麸
自
。
≦
・

げ
ぎ
£
四
く
冨
甑
研
究
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
、
鴨
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
紀
要
㎞
二
三
、
一
九
八
四
年
、
九
一
一
八
頁
な
ど
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
0

（
1
5
）
　
否
コ
巳
N
o
ぴ
号
σ
N
三
三
ζ
圃
側
ひ
q
9
。
5
α
q
覧
＝
＼
＼
島
①
昌
箆
魯
一
ご
9
藩
9
ロ
ぴ
q
旨
ω
σ
惑
Φ
鳥
＼
＼
〇
二
℃
ξ
圃
門
N
冨
＝
p
。
＼
け
鼠
島
節
島
ヨ
営
官
員
「
こ
（
言
a
N
O
げ

　
量
コ
ひ
q
色
。
昌
量
∋
冨
ひ
q
塁
圃
ω
斗
①
ω
げ
誘
σ
巴
冨
σ
q
ヨ
9
。
δ
＼
＼
門
圃
α
q
ω
号
冨
富
α
q
＼
こ
＝
B
目
ω
二
餌
お
び
2
。
げ
N
罫
聲
身
α
q
暴
ω
＼
＼
「
一
σ
q
ω
℃
9
。
く
窪
σ
q
一
＝
け
費
ω
轟
お

　
σ
巴
握
。
σ
o
旨
二
三
．
凶
9
鷺
月
評
毒
a
N
o
σ
オ
8
墨
《
ヨ
8
＼
噌
蒔
ω
葛
甑
α
q
昏
9
。
β
曾
ヨ
凶
．
冒
ぴ
q
α
q
o
＼
＼
（
ω
O
＜
”
P
ミ
。
。
F
㊤
－
置
）
．

（
1
6
）
　
9
詳
費
ヨ
一
。
。
｝
ニ
ヨ
『
℃
げ
覧
吋
8
＼
（
O
D
U
＜
壱
．
一
罵
一
。
H
）
．

（
1
7
）
　
ω
評
巻
冨
ω
o
α
q
ω
冨
三
（
轟
窪
く
二
目
ひ
q
＼
＼
惹
轟
量
α
q
℃
9
。
α
窪
α
q
一
ご
夢
き
9
旨
覧
α
o
α
＼
＼
（
ω
O
＜
も
。
H
①
＝
’
。
。
卿
一
．
①
γ

（
1
8
）
　
扁
＝
け
費
ω
二
三
げ
N
罫
ご
帽
。
σ
o
、
一
9
｝
爵
＼
＼
．
ユ
＝
餌
暑
冤
9
。
胤
ロ
鋤
ヨ
ニ
＝
α
q
α
q
o
＼
＼
毎
二
二
B
村
山
薯
。
α
冨
ぴ
鴇
巴
墨
型
。
昌
＼
＼
α
q
N
げ
9
。
コ
臼
ω
o
諺
晦
び
p
。
ω

　
ぴ
Q
雛
。
甑
O
震
、
α
q
饗
貫
＼
＼
（
ω
O
＜
も
」
誤
一
一
．
？
。
。
俸
F
類
∴
卜
。
）
．

（
1
9
）
　
一
＝
け
費
ω
墨
コ
ぴ
q
σ
§
誹
ご
茜
0
9
躍
9
｝
爵
＼
＼
斗
Φ
ω
σ
｝
鼻
冨
巳
＼
ヨ
9
酵
郎
ひ
q
ω
養
鰻
釜
ヨ
ω
鼠
鋤
”
ぴ
餌
覧
霞
9
．
一
員
旨
憎
δ
＼
＼
（
ω
U
＜
汐
U
’
ω
。
。
σ
①
層

究
極
的
真
理
と
世
俗
の
真
理

一
〇
九



哲
学
研
究
　
第
五
曹
七
十
七
号

＝
○

℃
‘
ω
鉦
↓
）
．

（
2
0
）
げ
轟
冨
屋
魯
ひ
q
雲
門
ω
ξ
①
σ
餌
冨
ω
。
α
q
ω
場
ぴ
冨
ひ
q
9
葛
コ
磯
。
茜
p
。
《
磐
α
q
量
ぴ
q
葛
ヨ
鋤
旨
μ
昆
葬
毒
＆
N
。
げ
ε
要
煽
二
①
＼
9
巳
曾
磯
。
ω

℃
。
ω
き
嶺
び
ヨ
類
題
お
a
α
q
葛
屡
ξ
Φ
σ
鉱
器
。
ひ
q
ω
g
σ
N
ず
営
身
a
ω
霧
雲
藁
。
＼
＼
ヨ
鋤
く
凶
三
Φ
一
員
。
ω
8
．
｛
嶺
。
σ
。
量
コ
霧
島
儀
銭
冨
ヨ
自
。

　
く
剛
鵠
口
p
o
導
一
〇
げ
《
圃
門
噌
◎
＼
＼
　
（
ω
目
V
＜
”
℃
■
｝
①
O
一
一
．
卜
。
㊤
i
ω
ω
）
■

（
2
1
）
　
『
二
丁
分
別
論
㎞
中
に
見
ら
れ
る
こ
の
「
勝
義
不
生
」
の
表
現
を
巡
る
、
中
観
学
派
と
畦
識
学
派
の
解
釈
（
即
ち
、
中
観
派
が
「
論
理
に
従
う
な
ら

　
不
生
」
と
理
解
し
、
唯
識
学
派
が
「
不
可
雷
説
の
勝
義
に
従
う
な
ら
不
生
」
と
理
解
し
た
）
の
相
違
に
関
し
て
は
、
赤
羽
律
凝
二
諦
分
別
論
曝
に
見
ら

　
れ
る
「
勝
義
」
の
表
現
に
つ
い
て
」
、
糊
仏
教
文
化
臨
十
二
、
二
〇
〇
二
年
、
六
七
…
九
〇
頁
参
照
。

（
2
2
）
9
塁
こ
ξ
凶
白
帯
∋
鳥
。
奮
ξ
9
。
お
惹
『
厚
9
，
、
諸
話
昌
α
q
冤
葺
§
a
N
。
げ
ξ
壁
ひ
q
α
q
聾
蝉
三
曽
＼
α
9
ρ
量
箪
冨
奏
閂
底
ひ
q
些
磐
冨
鉱
H
き

団
ぎ
ケ
q
覧
＼
響
喫
蚕
姦
《
工
＾
§
a
N
9
ξ
三
㊦
ヴ
N
げ
ヨ
コ
《
Σ
α
q
弩
ひ
q
冤
ぎ
冨
号
ξ
こ
鳥
9
乙
9
。
二
極
”
三
Φ
匿
回
三
昌
己
く
ぎ
唇
N
一
9
①
轟
ω
§
ひ
q
ω
ω
。
＼
＼

　
く
肉
類
ウ
q
コ
餌
Q
σ
｝
（
《
㊦
σ
餌
一
効
ω
O
ひ
q
Q
陰
O
鋤
一
）
岸
聾
磯
勺
餌
賓
2
ρ
富
磯
悼
ひ
q
曽
、
N
一
出
ひ
q
鱒
剛
ω
鳥
O
コ
色
自
9
影
ρ
℃
鋤
5
《
圃
ユ
鳥
二
讐
鳥
O
α
一
尉
＼
α
q
N
げ
餌
5
α
妙
α
q
α
q
一
ω
5
間
く
9
轟
箒
σ
q
島
缶
ケ
q
℃
聾
昇
ザ
O
欝
鋤
吋

”
号
島
紆
＼
畠
冨
量
三
二
ヨ
創
。
、
＝
ω
三
α
q
．
篇
＝
罐
ω
葛
切
9
・
§
α
q
の
℃
窪
く
｝
さ
慈
く
ヨ
8
＼
＼
（
ω
U
＜
も
」
§
拝
Φ
山
α
）
．

（
2
3
）
　
御
牧
克
己
「
じ
ご
一
〇
α
q
ω
9
。
一
ひ
q
窮
ぴ
ヨ
野
蒜
．
に
つ
い
て
」
、
欄
密
教
掃
墨
十
五
、
　
　
九
七
八
年
。
匿
■
竃
凶
ヨ
巴
瓢
（
御
牧
克
己
）
、
b
ご
ご
題
ミ
偽
ミ
呼
ミ
悪
貸
、
”

　
N
ご
び
§
誕
飴
ひ
q
巴
塗
｝
ハ
㊦
巳
（
男
あ
《
o
（
人
文
科
学
研
究
所
）
、
溶
蜜
。
け
◎
α
鼠
く
③
話
置
ざ
阿
り
○
。
卜
。
．
℃
や
甲
謹
・

（
2
4
）
　
こ
れ
ら
の
事
実
に
つ
い
て
は
、
前
減
に
挙
げ
た
御
牧
氏
の
論
文
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
2
5
）
　
松
本
史
朗
コ
6
鋤
げ
曽
、
＝
（
耳
餌
3
）
震
に
お
け
る
中
観
理
解
に
つ
い
て
」
、
隅
曹
洞
宗
研
究
員
研
究
生
研
究
紀
要
婦
十
四
、
～
九
八
一
年
、
九
三
…
一
二

　
四
頁
。

（
2
6
）
　
ツ
ォ
ソ
カ
バ
の
思
想
、
及
び
彼
の
全
般
的
な
事
柄
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
御
牧
克
己
・
森
山
清
徹
・
苫
米
地
等
流
『
大
乗
仏
典
　
中
国
・
臼

　
本
臨
十
五
ツ
ォ
ン
カ
バ
。
以
後
『
大
乗
仏
典
㎞
と
表
記
。

（
2
7
）
ざ
二
「
費
9
5
・
＝
藁
。
凶
ご
∪
2
臼
霧
三
節
轟
ω
惹
。
・
（
互
語
餌
ヨ
ひ
q
N
冨
ぴ
q
、
ぢ
ひ
q
巨
三
二
空
玉
．
費
巴
）
9
。
碧
¢
ヨ
ω
器
＼
憂
心
a
N
O
げ
ヨ
U
o
。
。
α
Φ
葛
血
曽
護

、
に
§
暮
鋤
脾
，
讐
霧
旧
Φ
周
二
）
費
叫
6
。
ω
臼
ω
要
望
髭
、
三
舞
ヨ
鋤
二
号
轟
＼
毫
鉱
げ
履
。
桝
、
ω
ミ
。
瓢
審
魯
轟
、
瞥
財
§
剛
強
・
】
（
貯
巴
。
鶏
審
莞
巴
げ
困
。
「
ω
ミ
鼠

　
℃
曽
や
一
色
σ
¢
ヨ
鋤
℃
麟
像
ρ
」
冨
ぴ
q
＼
鳩
鴇
ぴ
q
『
叶
㊦
謬
ひ
q
｝
晶
舳
四
「
国
ひ
q
o
陰
℃
四
一
’
《
圃
ユ
ω
O
一
、
ひ
q
N
げ
餌
伽
＝
簿
ω
需
7
9
Ω
ω
一
〇
嵩
口
唱
＼
q
刷
ひ
q
『
酔
O
冨
ぴ
q
「
9
ρ
α
q
ω
ω
二
①
ω
℃
く
O
鳥
℃
O
蒔
鳥
σ
¢
跡
ρ
閉
口
p
毒
コ
θ
p
o
＝
’
ω

ω
。
＼
＼
曾
農
8
三
＼
ω
δ
σ
色
℃
§
8
的
巴
量
『
げ
｝
δ
島
篇
§
α
q
ぎ
ω
冨
ω
ω
ξ
ヨ
σ
q
℃
。
ω
品
ω
8
＼
喜
旨
益
讐
三
§
窪
9
。
ω
互
N
ぼ
嶺
＼
9
箒
ω
≦
薦

讐
三
ε
．
轟
ヨ
σ
8
ω
一
三
ひ
鋤
巴
①
箒
℃
巴
9
旨
・
＼
ひ
q
麸
δ
B
三
＼
ω
δ
げ
暑
9
ρ
N
ぼ
葺
。
・
ぎ
覧
ぴ
ω
鐘
の
8
＼
℃
ξ
等
。
凋
血
目
。
『
ひ
q
轟
6
一
州
。
。
惹
護



σ
霧
撃
ω
ω
ニ
ズ
冨
巴
。
づ
g
、
ε
ξ
凶
ミ
α
q
日
記
冨
ヨ
＼
ω
δ
σ
像
℃
撃
N
げ
び
p
・
α
q
轟
守
Q
ω
g
ω
。
α
q
ω
肯
①
＼
蒼
誰
a
N
。
σ
ξ
コ
）
審
づ
℃
巴
蝉
α
q
歪
σ
馨
匿
、
。
。
霞
蝉

σ
巴
轟
ω
忌
ω
。
言
α
q
具
象
（
石
器
巳
8
旨
島
冨
ミ
、
U
硲
琴
剛
ご
μ
ε
＝
§
・
α
q
類
α
q
ω
g
げ
N
罫
三
三
〈
冨
ω
野
g
、
剛
喜
旨
8
＼
＼
（
影
三
き
コ
一
9
∋

　
℃
鋤
月
コ
晦
①
ω
如
国
”
継
H
O
l
①
～
軽
b
つ
0
1
ω
）
凸

（
8
2
）
　
　
島
ご
ご
二
＝
ρ
四
ω
昌
《
一
つ
α
q
℃
O
一
，
《
9
0
昌
ひ
Q
門
馬
霞
σ
q
N
7
一
〇
ワ
隔
四
四
p
⇒
噺
M
σ
N
7
一
欝
℃
自
ユ
ぴ
評
鋤
ぴ
q
一
鋤
＼
ω
一
〇
ぴ
恥
℃
O
鐸
磯
Φ
ω
7
①
ω
ω
コ
賓
凶
箒
ひ
q
℃
O
《
9
コ
ぴ
q
＼
0
7
《
剛
『
O
一
σ
N
『
Φ
山
℃
P
ω
κ
蝶
＝

　
び
q
N
7
圃
＝
島
一
）
N
げ
①
鳥
飢
O
＼
＼
　
（
伍
O
O
二
σ
q
ω
口
餌
一
，
鋤
σ
ひ
q
の
鋤
一
”
O
’
一
心
O
嵩
。
｝
刈
…
一
〇
Q
）
．

（
2
9
）
　
『
大
乗
仏
典
』
、
四
〇
頁
、
及
び
注
（
斑
）
、
一
九
八
－
一
九
九
頁
参
照
。
（
U
憎
弩
ひ
q
α
q
器
ω
一
①
α
q
ω
σ
珍
鋤
α
。
。
昌
ぎ
ひ
q
唱
『
ω
一
〇
げ
暑
。
コ
〈
①
。
・
置
①
ω
撃
旨
鎖

℃
。
ω
窃
鎧
B
効
、
算
ω
ピ
；
ξ
巴
ぴ
p
。
賓
9
。
茜
夢
餌
ω
身
9
。
焦
野
§
嗣
α
q
ぴ
q
圃
海
ω
冨
一
三
春
望
ξ
剛
ω
ひ
q
≡
σ
g
ヨ
凶
奮
ぴ
q
ω
g
母
醤
9
旨
民
。
ξ
○
鳥
B
、
＝
ω
げ
三

　
ご
m
ω
、
島
α
飴
コ
ひ
身
ヨ
昏
戸
鴬
耐
℃
銭
2
ρ
霧
ケ
q
お
。
…
℃
．
一
認
げ
P
～
ω
）
．
こ
こ
で
も
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
パ
が
バ
…
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
と
同
様
に
「
経
量
中
観
派
」
の

　
論
師
と
し
て
み
な
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
「
外
界
が
存
在
す
る
と
す
る
立
場
」
を
挙
げ
て
い
る
。

（
3
0
）
　
『
大
乗
仏
典
軌
、
注
（
輔
）
、
一
九
八
頁
参
照
。

（
3
1
）
　
四
、
に
つ
い
て
も
一
致
す
る
こ
と
は
本
節
後
半
部
分
で
雷
及
す
る
。

（
3
2
＞
　
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
と
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
思
想
的
類
似
性
は
、
『
二
瀬
分
別
論
』
の
本
格
的
研
究
で
あ
る
松
本
氏
の
研
究
以
来
、
常
に
指
摘

　
さ
れ
て
き
た
点
で
あ
る
。
松
本
史
朗
「
冒
習
9
。
ひ
q
雪
げ
訂
の
二
型
説
」
、
『
仏
教
学
』
五
、
一
〇
九
1
＝
二
七
頁
。

（
3
3
）
　
原
文
で
は
「
自
ら
の
論
理
」
（
錘
薦
α
q
圃
鼠
α
Q
ω
）
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
「
自
ら
」
を
意
味
す
る
惹
薦
と
い
う
言
葉
の
上
に
小
さ
な
×
が

　
　
　
か
れ
、
訂
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
自
ら
の
」
に
相
当
す
る
訳
を
揺
弧
で
括
っ
て
示
し
た
。

（
4
3
）
　
　
ω
一
〇
げ
伍
O
O
＝
く
Φ
ω
7
①
ω
ω
昌
《
凹
＝
α
q
℃
O
ω
騨
¢
ロ
一
，
ユ
N
O
げ
π
《
剛
コ
ρ
蝉
コ
P
α
Q
N
び
鋤
㈹
跡
四
一
）
O
ω
ユ
Φ
℃
区
画
鋤
づ
ひ
q
一
ゴ
巳
μ
二
＝
℃
門
口
一
（
7
①
ω
】
①
＝
O
鋤
霞
9
9
0
い
、
一
昌
什
①
＼
一
5
】
U
O
ω
山
Φ

冨
凶
ぎ
α
忌
翼
冨
二
ヶ
二
ぴ
森
冨
三
＼
9
旨
邑
原
器
9
9
騨
。
ひ
q
奏
ヨ
。
9
轟
＼
窪
9
日
ω
口
舞
鐙
α
q
凶
ω
冨
ω
冨
ω
℃
ξ
一
目
○
夷
覧
島
9
乙
轟
。
。
。
の
蠕
ヨ
巽
圃
ひ
q

o
費
”
O
。
鳥
葛
旨
二
餌
＼
。
。
｝
。
σ
暑
9
回
ぽ
ω
滞
ω
雪
曇
茜
8
ω
匙
2
け
p
。
コ
三
σ
斗
巴
g
．
凶
9
旨
儀
9
。
嶺
＼
旨
6
。
巴
①
葛
＝
；
鍔
暫
く
盆
5
ひ
α
撃
冨

　
門
鋤
＝
顛
四
ぴ
q
剛
「
圃
す
q
o
り
口
簿
Q
D
島
℃
賓
2
D
同
一
ρ
p
ゆ
ω
噂
一
〇
α
q
℃
飴
罵
一
昌
一
国
ω
一
〇
げ
α
℃
O
＝
鳥
Φ
ω
鳥
Φ
評
節
噌
ヨ
剛
σ
N
7
①
α
口
恥
り
一
℃
7
《
｛
「
＼
儀
Φ
団
餌
づ
ひ
q
U
一
一
け
簿
『
N
7
①
二
2
D
＼
一
ゴ
】
U
O
ω
伍
の
堕
O
勉
り

置
把
σ
℃
9
ご
匿
感
＝
。
冨
α
冨
圃
頭
註
置
p
・
渇
9
q
旨
α
q
讐
§
ひ
q
匹
田
ヨ
g
α
Q
ω
≡
三
目
。
。
＼
ω
｝
掃
Φ
。
。
o
費
，
轟
ヨ
び
量
ε
ξ
・
ぴ
q
ω
第
三
＼
＼
号
α
q
・
ω
ω
ρ
乙
Φ
α
q
ξ
剛
ω

δ
冨
血
銭
ξ
弩
α
Q
＼
＼
号
舞
【
’
ひ
q
α
q
N
轟
ω
営
，
身
碧
．
臼
9
。
げ
9
。
。
。
錘
＼
＼
ぴ
警
守
q
ω
g
什
ω
餌
ヨ
N
三
ひ
q
臨
。
包
鍵
，
一
，
≡
茜
＼
＼
斗
①
ω
ひ
q
。
。
戸
き
σ
q
ω
℃
9
。
諾
嘗
旨
，
「
。
＼
＼

ω
δ
げ
9
8
号
ゑ
匹
巴
§
σ
N
げ
巴
忌
ヨ
黛
。
旨
旨
Φ
＼
9
撃
ひ
q
一
毫
巴
器
こ
簿
震
ω
曇
薦
び
感
吟
＝
ム
・
：
2
。
＼
こ
＾
§
a
N
。
σ
8
書
き
α
q
こ
＝
け
讐
・
ω
き
薦

げ
豊
川
嶺
。
げ
。
．
凶
喜
旨
＼
＼
．
α
＝
2
。
8
冨
α
冨
ヨ
ニ
茜
ゆ
q
。
＼
こ
冨
ω
塗
轟
こ
＝
8
屡
コ
2
。
轟
σ
N
ぽ
三
．
鋤
。
三
二
ゑ
＼
＼
ゴ
喜
∩
お
す
留
葺
ω
9
轟
ω

究
極
的
真
理
と
世
俗
の
真
理

一
＝



　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
酉
七
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

塁
乙
＼
〉
。
奮
g
；
食
言
け
登
霞
。
民
．
窪
毎
α
q
ω
＼
＼
σ
q
p
。
＝
色
＝
3
冠
ω
轟
鑛
げ
餌
び
N
露
乙
三
3
％
巴
ξ
餌
謎
ぎ
山
善
三
、
⊆
げ
ま
認
H
匿
鑛
馨
ω
ゴ
轟
ω

忌
旨
二
①
こ
臼
。
σ
。
鎚
σ
Q
＝
α
q
9
。
薦
惹
着
目
。
冨
9
a
＼
α
q
巴
酔
巴
＾
ξ
。
『
鼠
ご
，
奮
二
三
の
ω
ω
『
σ
q
門
。
σ
。
9
。
一
9
旨
壱
2
・
二
＾
冨
巴
窪
轟
づ
圃
＼
号
、
＝
ω
冨

蔦
。
9
＄
α
q
量
、
α
＆
号
＼
ひ
q
窪
α
q
ひ
q
ε
ξ
圃
コ
，
奮
葛
コ
類
こ
冨
霧
＄
鳥
げ
噌
一
嶺
器
墨
夢
。
ひ
薄
塗
農
．
9
．
巴
）
巴
9
長
け
。
こ
冨
ω
ひ
q
ω
§
膓
冨

量
轟
＼
ω
コ
讐
ひ
q
鳥
『
血
鎚
旨
一
二
儀
。
謬
9
含
量
α
q
＼
8
ω
ω
。
ひ
q
ω
創
9
一
墨
お
び
q
同
ω
冨
ω
℃
2
鋤
創
9
三
轟
・
ω
鐙
ω
雪
叩
冨
円
げ
ω
｝
蜀
⊆
訂
ヨ
伍
。
巴
Φ
冨
ω

三
こ
辺
＾
巴
含
》
，
Z
餌
壷
燭
㊦
＝
器
＼
魯
｝
・
；
。
一
号
三
ρ
三
三
。
ω
ω
⊆
ヨ
霞
こ
冨
ω
び
ω
7
巴
℃
巴
窮
写
器
歪
冨
．
圃
喜
旨
吋
。
＼
＼
（
窃
三
三
ヨ
p
ヨ

冨
コ
薦
8
網
）
費
心
O
よ
～
島
雫
㎝
）
凸

（
3
5
）
　
「
中
観
帰
謬
論
証
派
・
自
立
論
証
派
と
知
ら
れ
て
い
る
論
師
達
に
は
、
世
間
世
俗
の
真
理
は
論
理
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
ず
に
働
く
と
い
う
あ
り
方
に

　
如
何
な
る
区
別
も
現
れ
て
い
な
い
し
α
望
＝
ゴ
鋤
3
巴
惹
コ
ぴ
q
色
二
ひ
q
一
．
餌
ひ
q
ω
℃
2
。
．
刷
巴
O
び
血
O
O
コ
ヨ
餌
ヨ
ω
ま
ひ
q
詳
①
＝
ひ
q
覧
｝
ハ
ニ
雷
憎
創
N
◎
び
σ
鳥
㊦
訂
娼
餌
二
α
q
ω
唱
聾
ω
ヨ
2
。

曾
葦
α
℃
讐
．
．
U
。
α
q
虜
プ
三
置
諄
旨
鳥
B
一
，
。
陶
養
沼
館
凶
ω
養
蚕
ω
8
＼
（
島
≡
き
薦
Φ
ω
葛
…
お
・
。
ふ
～
①
Y

（
3
6
）
三
9
弓
ω
墨
轟
一
）
斗
ぼ
ご
薦
。
σ
。
藩
喜
旨
・
＼
＼
盛
冨
9
毒
島
9
ヨ
剛
．
甘
α
q
σ
q
。
＼
＼
ひ
q
巴
9
ヨ
p
。
ヨ
℃
p
・
一
，
号
ぢ
三
三
α
書
＼
＼
ひ
q
N
冨
帰
島
二
ω
8
α
q
σ
器

ひq

W
鳥
B
「
ひ
q
葦
ミ
こ
じ
d
δ
ひ
Q
。
。
巴
。
。
α
q
一
，
δ
ヨ
誓
9
・
．
う
ミ
ヨ
一
」
一
占
駆
）
（
。
｛
．
こ
＝
3
屡
墨
掃
お
曹
罫
こ
お
。
σ
。
岐
雲
霞
＼
こ
島
㌶
Ω
℃
頴
鳥
℃
9
。
ヨ
ニ
轟

ひq

B
＼
〉
，
墨
ヨ
短
弓
9
《
巳
℃
9
。
9
①
α
一
㌶
（
ζ
く
＼
σ
q
N
募
昌
含
ω
。
口
器
げ
霧
α
q
き
3
）
霞
毎
醇
＼
＼
ω
O
＜
う
H
誤
＝
’
？
G
。
卸
F
＝
∴
・
。
）
。

（
3
7
）
鴇
の
旧
く
ミ
含
こ
）
U
窪
σ
q
愚
巴
鋤
ω
こ
邑
窪
9
四
季
ω
℃
。
N
・
導
出
喜
閤
養
田
＼
＼
。
。
財
M
置
碁
9
Φ
審
讐
、
ヨ
。
£
ω
琶
魁
奏
＼
＼
肥
州
飴
玉
濤
霧

ω
ヨ
。
巴
＾
葛
眞
。
圃
盆
。
ω
8
＼
＼
幽
巴
Ψ
霧
9
お
α
q
π
爵
ヨ
葛
「
℃
｝
δ
＼
こ
冨
ω
巨
①
＝
冨
ひ
q
一
ρ
旨
ω
ξ
三
9
口
口
冨
吋
書
く
Φ
σ
。
。
訂
α
茜
。
ω
8
『
ω
毒
，
四
簿
．

；
珍
三
．
。
冨
3
）
巴
の
7
凶
£
掃
、
窮
∩
剛
回
Φ
＝
℃
。
号
α
q
一
，
ヨ
9
薦
ω
剛
）
節
二
∪
ω
夢
α
忌
』
9
旨
．
き
＼
＼
（
＆
三
き
鑛
①
ω
B
…
島
甲
。
。
～
料
）
・

（
3
8
）
　
「
師
パ
ヴ
ィ
ヤ
（
1
ー
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
）
等
は
経
量
中
観
で
あ
り
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
、
シ
ュ
リ
ー
グ
プ
タ
（
妙
・
諮
鴬
ロ
＄
）
、
シ
ャ
ー
ン
タ

　
ラ
ク
シ
タ
、
カ
マ
ラ
シ
…
ラ
、
ハ
リ
バ
ド
ラ
（
寓
鍵
．
＝
∪
｝
志
毎
、
効
）
等
は
鍮
群
行
申
観
に
お
い
て
、
聖
者
父
子
（
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
、
ア
ー
リ
ヤ
デ
ー
ヴ

　
　
ァ
）
の
お
考
え
を
説
明
し
た
」
ω
δ
げ
9
）
O
＝
¢
ご
財
餌
5
鼻
訂
。
。
O
ひ
q
。
。
ヨ
U
O
。
。
島
①
ω
剛
蔓
○
ユ
【
麺
、
圃
島
σ
＝
ヨ
螢
＼
く
①
菩
①
。
。
ω
∂
、
凶
瓢
α
q
鴬
O
＼
色
℃
巴
ω
σ
9
ω
＼
撃
島
σ
鋤
鳩

け
ω
ぎ
＼
雰
〔
ぎ
鋤
ご
蔭
倭
・
一
ρ
讐
。
。
巨
ζ
ω
㊦
轟
字
q
⑦
σ
鑓
二
α
q
唱
。
5
ω
。
α
自
。
。
冨
ゑ
鋤
二
蔓
。
璽
ω
塁
＆
冨
三
9
ヨ
9
。
「
喜
雨
σ
q
ω
剛
）
鋤
斎
げ
鎗
，
霧
ξ
乙
α
q
9
薦
ω
蟹

、
9
曽
（
ε
。
＼
＼
（
ご
誉
＝
ω
8
コ
。
ぎ
ω
．
σ
》
・
§
ぴ
q
う
5
蒙
高
O
ら
。
鼠
査
’

（
3
9
）
滞
磯
巴
（
雪
目
9
豊
ξ
圃
望
Ψ
身
三
§
写
霧
三
餌
養
ω
犀
ω
ヨ
U
。
践
㊦
聲
鼠
冨
α
鋤
轟
＼
く
①
珍
霧
ω
昌
ヲ
α
q
一
）
。
ω
ω
墨
［
蒔
σ
餌
ω
①
ヨ
ω
ω
二
σ
ω
げ
巴
℃
9
。
ω

毫
餌
ヨ
、
一
）
｝
§
、
ω
讐
＆
募
．
三
σ
葭
葺
忌
9
〆
き
び
q
こ
冨
ω
ω
開
嶺
貧
，
9
。
げ
ε
雀
．
出
塁
δ
ひ
q
弓
紹
ω
け
㊦
こ
①
犀
邸
5
藁
、
島
日
舞
冨
憂
茜
蒔
》
・
戸
益
艮
三
9
。

ぴ
職
。
＼
＼
（
Z
α
q
。
ω
q
§
「
簿
σ
α
q
ω
巴
二
）
℃
■
ω
①
一
ゐ
ゐ
～
夢



（
4
0
）
　
李
泰
昇
「
『
二
諦
分
別
論
細
疏
廓
の
作
者
に
つ
い
て
」
、
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
四
一
－
二
、
九
六
〇
1
九
五
八
頁
。

（
4
1
）
　
松
本
史
朗
「
後
期
中
観
派
の
空
思
想
」
、
『
理
想
㎞
六
一
〇
、
一
九
八
四
年
、
一
五
六
頁
。
そ
の
箇
所
に
お
け
る
松
本
氏
の
所
論
を
抜
粋
す
れ
ば
次
の

　
通
り
「
た
だ
、
筆
者
が
言
い
た
い
の
は
、
世
俗
と
は
結
局
『
世
間
集
成
』
、
つ
ま
り
『
世
間
の
人
の
一
般
的
理
解
』
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
『
世
間
の
人
』
の
理
解
で
あ
る
が
故
に
、
有
部
と
か
識
量
部
と
か
唯
識
派
と
か
い
う
学
派
の
理
解
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
」
。

（
4
2
）
　
注
（
2
5
）
に
引
く
松
本
論
文
一
四
二
一
一
四
三
頁
、
松
本
史
朗
「
御
牧
克
己
著
『
b
d
一
〇
ぴ
q
総
一
α
q
≡
σ
ヨ
§
鋤
、
』
」
、
『
東
洋
学
術
研
究
』
二
二
一
｝
、
二
三

　
九
頁
、
及
び
『
大
乗
仏
典
』
四
〇
頁
を
参
照
。

（
4
3
）
号
ω
量
3
①
筥
冨
『
き
ひ
q
二
一
き
鳥
9
ご
諺
α
q
。
器
離
∋
α
q
旨
ω
冨
ω
冨
ω
《
。
嶺
ω
曽
σ
。
p
。
匹
R
ぎ
σ
q
。
σ
。
．
一
腰
ひ
q
。
呂
。
α
q
N
轟
ω
冨
ω
。
α
q
ω
℃
餌
号
品

　
ぴ
創
①
げ
神
器
ω
o
ひ
Q
ω
℃
簿
『
凱
ひ
q
℃
p
同
ひ
q
歪
σ
℃
帥
二
四
B
ω
鼠
ズ
β
昌
a
N
o
ぴ
昇
覧
σ
鳥
Φ
欝
唱
餌
胃
げ
。
鵠
旨
旨
冨
コ
。
＼
＼
（
ω
U
＜
”
O
．
嵩
Q
。
り
Q
。
Q
。
I
O
」
㎝
リ
ド
b
o
）
■
ま
た
、

　
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
鴨
中
観
荘
厳
論
』
に
お
い
て
、
こ
の
『
聖
無
尽
意
経
』
の
同
箇
所
に
、
ほ
ぼ
同
じ
注
釈
を
し
て
い
る
。
号
．
凶
O
ξ
騨
ヨ
p
ヨ
唱
費

　
雛
面
一
，
け
O
ひ
q
℃
鋤
諾
ω
7
Φ
ω
0
9
の
「
砕
O
α
q
ω
口
国
越
σ
伍
蝉
ひ
q
P
＜
一
儀
ひ
q
N
賃
ひ
q
ω
一
聾
ω
O
α
q
ω
℃
曽
鮎
P
鋤
ゆ
q
＼
σ
α
①
げ
⇔
一
皇
⊃
ω
O
α
q
ω
℃
9
0
ロ
圃
評
倭
誰
「
α
N
O
げ
詳
嘱
凶
げ
儀
Φ
P
O
田
口
門
口
創
一
m
ω
ヨ
圃

．
α
9
。
d
＼
＼
（
竃
〉
…
p
N
8
】
則
㎝
－
刈
）
■

（
4
4
）
9
躍
塁
こ
蓋
冨
旨
6
動
．
凶
9
旨
＼
＼
ω
Φ
ヨ
ω
ξ
凶
ω
冨
。
鳥
『
三
α
q
を
「
窟
、
冨
冨
ω
＼
＼
ヨ
p
。
ヨ
黒
白
審
ひ
q
冨
、
弩
ひ
q
斎
護
＆
α
q
貯
＼
＼
「
剛
α
q
ω
ω
鋤
ヨ

　
げ
護
叶
Φ
一
5
凶
コ
N
げ
①
ω
ω
O
ヨ
ω
＼
＼
　
（
ω
】
∪
＜
…
O
。
｝
朝
㊤
一
囲
ω
H
I
ω
蒔
）
．

（
5
4
）
　
噌
鋤
昌
ひ
q
o
q
一
口
σ
q
ω
℃
黛
ゆ
《
国
嶺
ひ
q
評
ニ
コ
噌
山
N
O
σ
オ
鴇
凶
ぴ
危
Φ
β
O
国
民
⑰
q
θ
O
σ
q
o
ワ
唱
雪
白
く
一
α
創
Φ
ぴ
q
O
一
α
q
匹
p
⊃
昌
ひ
q
儀
二
一
冨
m
越
同
P
昌
α
q
げ
N
げ
一
型
伍
離
び
『
け
鋤
α
q
ヨ
陣
σ
N
O
山
℃
国
演
O
げ
《
騨

　
一
・
O
N
ゴ
Φ
ω
σ
く
m
σ
鋤
ω
ひ
q
「
餌
昌
一
鋤
℃
ぽ
m
σ
N
げ
凶
二
汁
O
＼
＼
　
（
竃
》
＜
”
℃
幽
b
Ω
O
O
）
■

（
4
6
）
ゆ
q
N
茜
ω
冨
ω
○
ひ
q
ω
冨
＝
轟
溝
。
ひ
q
冨
凹
昌
①
ω
9
ω
ヨ
霧
σ
諾
ω
℃
四
α
q
轟
き
o
q
旨
象
’
。
轟
。
q
間
び
9
α
q
コ
く
こ
h
爵
ヨ
冨
「
ω
冨
超
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“connaturality”　are　indispensable　means　for　the　attainment　and　the　development

of　human　knowledge．

Ultimate　Truth　（paramarihasatya）　and　Relative　Truth　（sa：pvl；tisatya）

　　　　　　　　　Jfi2nagarbha’s　Two　Truths　and　his　Position　in　Tibet

　　　Ritsu　AKAHANE

　　　Part－time　lecturer

Osaka　Gakuin　University

　　This　paper　has　tvLTo　objectives．　The　first　one　is　to　explain　the　ultimate　truth　and

the　relative　truth　as　they　are　used　by　Ji’i－anagarbha－who　is　said　to　have　been

active　at　the　beginning　of　the　8th　century－in　his　book　Satyadvayavibhaizga．　The

seconcl　objective　aims　at　explaining　to　irkhich　Jfifinagarbha　actually　belongs－

Yogacaramadhyamaka　（zNa｝’　’byor　sPyod　Pa’i　dbtt　7・na　Pa），　Sautrantikamadh－

yamaka（7nDo　sde吻，od勿’i　dbu　7フza加）or　Lo1くaprat1timadhyamaka（7忽7’te72

grags　sde　sPyod　Pa　’i　dbzt　ma　pa）．

　　1．　：　Concerning　ultimate　truth，　Jfianagarbha　claims　that　two　of　them－namely

unexpressive　ultimate　truth　and　expressive　ultimate　truth－are　existing．　The　first

of　these　two　doesn’t　mainfest　anything，　is　differentiated　from　the　workings　of

concepts　and　the　heart　and　is　a　truth　one　cannot　talk　about．　The　second　one　is　logic

or　the　things　that　are　made　definite　by　logic．　lt　is　also　what　is　decided　after　the

flawed　other　theories　about　the　truth　claimed　by　other　people　are　examined　by　it．

Actually，　only　the　important　ultimate　truth　is　true　ultimate　truth－but　since　it

cannot　possibly　be　shown　to　other　people，　logic　and　things　decided　by　it　were

established　by　Jfianagarbha．

　　Three　kinds　of　relative　truths　exist，　while　one　of　them　is　correct　and　the

remaining　two　are　flawed．　According　to　Ji－i“2nagarbha，　the　true　one　has　a　charac－

teristic　of　corresponding　correctly　to　what　appears．　lt　is　a　mere　thing，　which

happens　depending　on　a　cause，　has　the　ability　to　produce　effective　action　and　is　a

matter　vvhich　is　explained　by　the　All－Knowing　Buddha．　The　two　flawed　relative

truths　are　either　conceptual　or　non－conceptual．　The　former　is　what　is　imagined　as

truth　by　other　people．　The　latter　is　split　in　two　different　1〈inds．　The　first　one　is　the

double　moon　which　is　recognized　by　people　with　damaged　sensual　organs．　The

second　one　is　water　seen　under　a　mirage．　lt　is　to　note　that　these　are　not　accepted
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as　correct　relative　truths，　although　they　correspond　with　apparitions．　Neverthe－

less，　the　former　cannot　possibly　be　acknowledged　by　ordinary　people　while　the

latter　laas　no　ability　to　produce　effective　action．

　Among　Ji－ianagarbha’s　two　truths，　logic　is　the　most　important　thing．　lt　is　named

ultimate　truth，　because　it　corresponds　with　unexpressive　truth．　On　the　other　hand，

it　is　also　named　relative　truth，　because　it　appears　and　works　following　the　principle

of　language，　which　departs　from　the　definition　of　unexpressive　truth．　Therefore　the

logic　cannot　belong　to　the　two　truths　and　it　has　the　double　meanings　of　ultimate

truth　and　relative　truth．

　　2．　：　According　to　Tibetan　doxsography　（grub　mtha’），　Jfianagarbha　belonged　to

several　groups－Yogacaramadhyamaka，　Sautrantikamadhyamaka　and
Lokapratltimadhyaniaka．　The　reason　why　Tsong　1〈ha　pa　thought　him　to　belong　to

Sautrantikamadhyamaka　is　tmclear．　One　possible　reason　is　the　fact　that　Ji’i’anagar－

bha’s　thinl〈ing　resembles　that　of　Bhaviveka，　who　is　associated　with　Sautranti－

1〈amadhyamal〈a．　dBus　pa　blo　gsal　assumed　that　Ji－ianagarbha　actually　belongs　to

Lokapratitimadhyamaka，　because　the　expression　“Relative　truth　corresponds　to

appearances，　so　it　must　not　be　analyzed”　is　to　be　found　in　the　Satyadvayavibhail

ga．　On　the　other　hand，　whether　modern　scholars　see　jfianagarbha　as　belonging　to

“Yogacaramadhyamaka”　depends　on　whether　he　admits　that　self－cognition

l）elongs　to　relative　truth　or　not．　VLre　can　find　evidence　for　both　in　the

Satyadvayavibhafiga．　But　Dar　ma　1］kra　shis　comments　that　Jfianagarbha　ex－

plained　the　two　truths　to　two　types　of　people－scholars　and　ordinary　people．

According　to　his　comments，　Jfianagarbha　uses　the　word　“self－cognition”　only

when　he　is　talking　to　scholars，　while　he　doesn’t　use　it　for　his　explanations　addres－

sed　to　ordinary　people．

　　In　conclusion，　we　should　not　classify　him　as　belonging　to　a　specific　sect，　only

because　he　used　various　expressions　depending　on　his　audience．　lf　we　do　so，　we

cannot　grasp　the　true　meaning　of　his　two　truths．　But　if　it　should　be　absolutely

necessary　to　make　a　definite　statement，　we　should　see　him　as　belonging　to

Lokapratitirnadhyainaka，　since　it　is　understandable　to　all　people．
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