
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
論
理
学
に
対
す
る
立
場

宮
　
崎

泉

は
じ
め
に

　
後
期
中
観
派
に
属
す
る
イ
ン
ド
人
学
僧
ア
テ
ィ
シ
ャ
（
≧
詠
P
U
ぢ
蝉
巨
（
母
器
蕊
諏
倒
轟
九
ハ
ニ
ー
　
〇
五
四
）
は
、
十
一
世
紀
に
チ
ベ
ッ

ト
に
入
り
、
布
教
・
翻
訳
活
動
を
通
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
再
興
に
尽
力
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
チ
ベ
ッ
ト
仏
教

に
与
え
た
影
響
は
、
そ
の
弟
子
ド
ム
ト
ゥ
ソ
（
、
し
d
目
。
ヨ
。
D
8
雛
一
〇
〇
五
i
六
四
）
を
祖
と
す
る
カ
ダ
ム
派
が
興
つ
た
こ
と
や
、
ゲ
ル
ク
派
の

祖
、
ツ
ォ
ソ
カ
バ
（
目
ω
o
昏
穿
鋤
B
じ
σ
一
〇
げ
N
巴
ひ
q
錘
ひ
q
ω
冨
＝
一
　
五
七
一
一
四
一
九
）
の
重
要
な
著
作
『
道
次
第
広
論
』
（
卜
自
§
識
§
審
§

§
◎
）
が
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
主
著
『
菩
提
道
々
』
（
b
d
ミ
諒
実
葛
導
§
§
挙
止
額
）
を
範
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
知
ら
れ
よ
う
。

　
後
の
チ
ベ
ヅ
ト
宗
義
文
献
で
は
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
帰
謬
論
書
置
（
日
げ
巴
、
α
q
《
霞
σ
P
．
℃
贔
ω
巴
α
q
節
効
）
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
帰
謬

論
証
派
と
は
、
チ
ベ
ッ
ト
で
行
わ
れ
た
中
観
派
の
分
類
の
ひ
と
つ
で
、
自
立
論
証
派
（
菊
鋤
》
同
ひ
q
く
口
囲
O
餌
堕
躰
ω
＜
鱗
け
四
鄭
叶
H
一
片
P
）
に
対
立
す
る
も
の

　
（
1
）

で
あ
る
。
例
え
ば
、
ジ
ャ
ム
ヤ
ン
シ
ェ
ー
パ
（
．
冨
千
鳥
σ
団
鋤
湧
ぴ
邸
巴
℃
p
一
六
四
八
－
一
七
　
＝
～
）
の
『
大
宗
義
書
』
（
O
ミ
蝕
ミ
ぎ
．
き
§

§
o
）
に
は
、
「
勝
義
空
性
を
確
定
す
る
見
解
を
心
相
続
に
生
じ
る
方
法
と
い
う
点
か
ら
の
区
別
」
（
瓢
象
匹
p
ヨ
饗
ω
8
断
雲
豊
匹
》
Φ
ω
冨
”
二
訂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ぴ
鋤
同
α
q
葦
匹
冨
ω
ξ
①
α
虜
げ
巳
α
q
覧
ω
ゆ
q
O
慈
ω
O
ξ
Φ
ロ
9
。
）
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
分
類
が
説
か
れ
て
い
る
。
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ω
〈
鋒
田
琴
ユ
片
P

　
こ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
仏
教
論
理
学
派
が
確
立
し
た
自
立
論
証
（
ω
〈
餌
け
鋤
昌
け
吋
鋤
跡
螺
一
つ
9
1
誤
認
）
を
用
い
た
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
、
シ

ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
と
い
っ
た
論
師
と
対
立
す
る
立
場
を
取
り
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
流
の
方
法
を
継
承
し
て
い
る

こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
論
理
学
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
江
島
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

　
（
3
）

て
い
る
。
ま
た
、
長
算
氏
は
、
バ
ヴ
ィ
ヤ
（
ご
d
旨
く
罵
）
に
帰
さ
れ
る
『
中
観
宝
灯
論
幅
（
ミ
ミ
書
§
ミ
簿
ミ
爲
ミ
ミ
v
ミ
職
愚
魯
以
下
噸
宝
灯
論
』
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

を
用
い
な
が
ら
、
主
に
二
塁
説
の
中
の
勝
義
の
区
分
の
点
か
ら
ア
テ
ィ
シ
ャ
を
帰
謬
論
証
派
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
『
菩
提
道
灯
細
注
繍
（
鳴
ミ
ミ
遠
ミ
鷺
§
発
誉
ミ
凡
ミ
以
下
隅
細
注
徳
）
に
お
い
て
四
大
理

由
の
～
つ
に
、
自
立
論
証
派
が
用
い
る
、
離
　
他
性
を
証
因
と
す
る
推
論
式
を
挙
げ
る
と
い
っ
た
点
に
充
分
な
説
明
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
著
作
か
ら
仏
教
論
理
学
に
対
す
る
態
度
が
現
れ
る
箇
所
を
引
用
し
、
修
道
体
系
に

も
留
意
し
な
が
ら
総
合
的
に
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
論
理
学
に
対
す
る
態
度
を
論
じ
て
み
た
い
。

　
な
お
、
こ
こ
で
問
題
に
す
る
論
理
学
と
は
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
論
理
学
派
が
確
立
し
た
論
理
学
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
採
用
す
る
か
否
か

は
自
立
論
証
派
、
帰
謬
論
証
派
と
い
う
学
派
分
類
の
問
題
に
直
接
関
係
す
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
両
者
の
区
別



を
意
識
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
所
も
あ
る
。

　
そ
の
た
め
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
ど
の
学
派
に
属
す
る
か
と
い
う
問
題
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
後
に
帰
謬
論
証
派
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

ア
テ
ィ
シ
ャ
が
十
一
世
紀
前
半
に
チ
ベ
ッ
ト
に
伝
え
た
仏
教
が
本
来
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
。
そ
し
て

そ
の
上
で
、
自
立
論
証
派
と
さ
れ
る
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
と
帰
謬
論
証
派
と
さ
れ
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
対
す
る
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
態

度
に
関
す
る
問
題
点
を
考
え
る
。
そ
の
中
で
、
後
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
展
開
に
つ
な
が
る
要
素
や
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
帰
謬
論
証
派
と
さ
れ
る

要
素
も
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
章
　
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
基
本
的
な
立
場

　
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
論
理
学
に
対
す
る
立
場
を
考
え
る
前
に
、
ま
ず
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
仏
教
全
般
に
対
す
る
態
度
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ア

テ
ィ
シ
ャ
の
論
理
学
に
対
す
る
姿
勢
に
も
、
仏
教
全
般
に
対
す
る
態
度
が
反
映
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
自
ら
を
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
系
統
に
置
き
、
中
観
派
で
あ
る
と
す
る
が
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
活
躍
し
た
十
一
十
一
世
紀
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

イ
ン
ド
は
す
で
に
後
期
密
教
の
時
代
で
あ
り
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
も
究
極
的
に
は
密
教
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
顕
教
の
著
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
中
で
も
密
教
を
取
り
上
げ
、
対
象
を
限
定
し
た
上
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
推
奨
す
る
。
密
教
（
真
言
乗
）
と
顕
教
（
波
羅
蜜
乗
）
は
大
乗
仏

教
と
い
う
点
で
目
的
は
同
じ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
密
教
の
手
段
（
方
便
）
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
し
て
密
教
を
上
位
に
置
く
。
し
か
し
、
密

教
の
手
段
に
は
特
に
鋭
敏
な
能
力
が
要
求
さ
れ
る
た
め
、
「
鋭
敏
な
能
力
を
持
つ
者
の
中
で
も
特
に
鋭
敏
な
者
」
に
対
象
を
限
定
す
る
の
で

あ
る
。
そ
の
結
果
、
顕
教
の
存
在
価
値
も
認
め
る
こ
と
に
な
る
。

　
顕
教
に
お
い
て
は
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
そ
の
修
道
体
系
に
鍮
輪
行
派
の
体
系
を
組
み
入
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
既
に
筆
者
も
指
摘
し
た
こ
と

　
　
　
　
（
7
）

が
あ
る
よ
う
に
、
調
書
行
派
の
基
本
典
籍
の
　
つ
で
あ
る
『
菩
薩
地
』
の
戒
（
匿
鋤
）
の
区
分
を
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
採
用
す
る
。
ま
た
、
菩
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

心
説
に
お
い
て
も
、
発
心
の
因
や
縁
の
中
で
ア
サ
ソ
ガ
（
》
ω
彗
⑰
q
p
無
着
、
無
著
）
の
名
の
も
と
に
『
菩
薩
地
』
の
説
を
引
く
。

ア
テ
ィ
シ
ャ
の
論
理
学
に
対
す
る
立
場
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七
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こ
の
点
に
関
連
し
て
、
『
細
注
』
に
あ
る
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
『
発
心
律
儀
儀
軌
次
第
』
（
Q
§
玉
茎
§
ミ
ミ
謹
ミ
～
簿
、
§
ミ
）
に
つ
い
て
の
記

述
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

　
　
律
儀
を
受
け
る
儀
軌
に
つ
い
て
は
、
軌
範
師
ア
サ
ン
ガ
が
〔
『
菩
薩
地
回
門
戒
品
臨
に
詳
し
く
お
作
り
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
、
あ
る

　
　
い
は
、
私
が
作
っ
た
儀
軌
（
『
発
心
律
儀
儀
軌
次
第
出
）
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
軌
範
師
が
い
な
い
場
合
の
儀
軌
も
そ
の
同
じ
「
町
営
」

　
　
に
詳
し
い
。
私
が
作
っ
た
儀
軌
は
聖
ア
サ
ン
ガ
に
従
っ
て
い
る
。
軌
範
師
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
（
ω
響
＆
①
慈
）
は
、
こ
の
儀
軌

　
　
を
『
入
菩
提
行
論
』
（
b
ご
ミ
ミ
§
罵
ミ
§
盛
）
に
も
お
作
り
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
『
学
集
首
輪
（
験
多
多
§
ミ
＆
亀
犠
）
に
詳
し
く
お

　
　
作
り
に
な
っ
て
い
る
。
軌
範
師
が
い
な
い
場
合
の
儀
軌
も
そ
の
同
じ
論
書
（
『
学
前
論
幅
）
に
は
っ
き
り
と
お
作
り
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
（
中
略
）
『
学
八
丈
幅
に
は
師
匠
か
ら
受
け
る
儀
軌
が
説
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
私
は
そ
の
両
者
（
ア
サ
ン
ガ
と
シ
ャ
ー
ソ
テ
イ
デ
ー

　
　
ヴ
ァ
）
に
従
う
の
で
、
師
匠
か
ら
受
け
る
儀
軌
は
「
戒
品
」
に
よ
っ
て
作
り
、
師
匠
が
い
な
い
場
合
の
儀
軌
は
『
学
劇
論
』
に
よ
っ
て

　
　
作
っ
た
の
で
あ
る
。
（
『
細
注
㎞
U
．
ま
切
鐘
5
G
。
”
や
認
ω
鉱
－
『
．
）

こ
の
よ
う
に
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
発
心
儀
軌
に
関
連
し
て
『
菩
薩
地
配
置
品
に
従
う
こ
と
を
明
捜
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
直
接

の
師
匠
の
一
人
で
あ
り
、
『
菩
薩
地
漏
に
通
じ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
ボ
ー
デ
ィ
バ
ド
ラ
（
ゆ
O
急
げ
間
び
げ
四
島
門
鋤
）
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
『
菩
薩
地
』
の
戒
の
体
系
を
採
用
す
る
こ
と
か
ら
、
必
然
的
に
、
そ
の
体
系
は
小
乗
（
声
聞
乗
）
の
律

（
く
ヨ
3
9
」
）
を
含
む
こ
と
に
な
る
。
『
菩
薩
地
誌
で
は
～
切
言
と
し
て
い
わ
ゆ
る
蟻
聚
浄
戒
（
律
儀
戒
・
撮
善
法
覆
・
有
情
利
益
戒
）
が
説
か

れ
る
が
、
そ
の
中
の
律
儀
戒
に
小
乗
の
律
が
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
修
道
体
系
は
声
聞
乗
、
波
羅
蜜
乗
、
真
言
乗
そ
れ
ぞ
れ
に
憾
値
を
与
え
、
そ
れ
を
総
合
す
る
よ
う
な
体
系
と

な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
仏
教
を
総
合
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
ま
た
、
実
践
的
な
性
格
が
強
い
こ
と
も
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
主
著
と
さ
れ
る
『
菩
提
道
灯
』
も
そ
の

名
の
通
り
実
践
を
・
王
手
と
し
て
い
る
。
そ
の
注
釈
『
細
注
』
か
ら
実
践
的
な
性
格
を
表
す
と
思
わ
れ
る
記
述
を
引
用
し
よ
う
。



　
　
菩
提
は
〔
福
徳
と
智
慧
の
〕
二
資
糧
に
依
存
す
る
。
ま
た
二
資
糧
は
利
他
に
依
存
す
る
。
ま
た
そ
れ
（
利
他
）
は
神
通
力
（
四
算
学

　
　
盲
田
）
に
依
存
す
る
。
ま
た
神
通
力
は
止
（
鐙
8
鋤
窪
P
）
に
依
存
す
る
。
止
は
戒
（
㈲
討
）
に
依
存
す
る
。
そ
の
た
め
、
最
初
に
戒
を
説

　
　
い
た
の
で
あ
る
。
（
『
細
注
』
U
．
卜
。
謹
鋤
守
メ
℃
．
ω
δ
び
？
こ

こ
れ
は
『
細
注
』
が
戒
を
説
い
た
後
、
神
通
力
の
必
要
性
を
説
く
中
に
あ
る
～
節
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
戒
↓
止
↓
神
通

力
↓
利
他
↓
二
資
糧
↓
菩
提
」
が
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
修
道
体
系
の
要
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
『
菩
提
道
灯
』
の
内
容
に
も
な

っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
二
資
糧
の
中
に
智
慧
は
含
ま
れ
、
『
細
注
』
に
も
智
慧
は
詳
し
く
解
説
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
実
践
と
い
う
枠

に
お
い
て
で
あ
る
。
特
に
「
戒
↓
止
↓
神
通
力
↓
利
他
偏
と
い
う
関
係
が
挙
げ
ら
れ
る
中
に
、
実
践
的
な
性
格
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。　

次
も
『
細
注
』
の
記
述
で
あ
る
が
、
三
番
目
の
偶
頒
は
『
入
二
等
論
』
（
寒
零
§
ミ
鋤
ミ
ミ
ミ
）
に
も
現
れ
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
特
に
強
調
し

た
か
っ
た
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
現
在
、
衆
生
〔
濁
〕
、
劫
〔
濁
〕
、
煩
悩
〔
濁
〕
、
見
〔
濁
〕
、
命
濁
と
な
り
、
〔
様
々
な
〕
教
義
を
聞
く
必
要
が
な
い
の
で
、
本
質
的

　
　
な
鍮
伽
を
修
習
す
べ
ぎ
で
あ
る
。

　
　
　
現
在
、
船
の
如
く
の
広
大
な
教
義
を
聞
く
時
間
が
な
い
の
で
、
心
を
惑
わ
す
こ
と
全
て
を
捨
て
て
、
賢
者
の
教
示
だ
け
を
修
習
す
べ

　
　
き
で
あ
る
。

　
　
　
人
生
は
短
く
、
知
る
べ
き
こ
と
は
多
い
。
寿
命
の
長
さ
も
こ
れ
だ
け
で
あ
る
と
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
雁
が
水
か
ら
乳
を
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
る
よ
う
に
、
自
ら
の
求
め
る
と
こ
ろ
を
得
る
べ
き
で
あ
る
。
（
『
細
注
』
U
。
じ
。
。
。
O
ぴ
甲
b
。
｝
勺
．
ω
卜
。
雷
㍗
心
し

こ
こ
で
は
寿
命
の
短
さ
が
強
調
さ
れ
、
本
質
的
な
実
践
だ
け
に
速
や
か
に
向
か
う
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
実
践
的
な

性
格
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
性
格
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
論
理
学
に
対
す
る
立
場
を
考
え
る
場

　
　
　
　
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
論
理
学
に
対
す
る
立
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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二
〇

合
に
も
前
提
と
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
構
築
し
た
修
道
体
系
は
総
合
的
で
実
践
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
修
道
体
系
に
論
理
学
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
次
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
第
二
章
　
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
著
作
に
現
れ
る
論
理
学
に
対
す
る
態
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
論
理
学
に
否
定
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
主
に
『
無
二
諦
論
幅
の
記
述
に
よ
る
。
『
入
二
宮
論
』
は
そ
の
書
名
が
示
す

通
り
二
期
を
主
題
と
し
た
小
身
で
あ
る
が
、
論
理
学
に
対
す
る
批
判
は
勝
義
に
関
連
し
て
現
れ
る
。
そ
こ
で
、
『
入
二
諦
論
』
に
説
か
れ
る

勝
義
を
確
認
し
た
上
で
、
論
理
学
に
対
す
る
批
判
を
兇
て
み
よ
う
。

　
第
一
節
　
凹
入
二
諦
論
臨
に
お
け
る
論
理
学
の
位
置

　
勝
義
に
つ
い
て
の
記
述
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
勝
義
は
た
だ
一
つ
で
あ
る
が
、
他
の
者
は
二
種
で
あ
る
と
認
め
る
。
い
か
よ
う
に
も
成
立
す
る
こ
と
の
な
い
法
性
が
、
二
や
三
で
あ

　
　
る
こ
と
が
ど
う
し
て
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
教
説
の
言
葉
と
結
び
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
不
生
」
「
不
滅
」
な
ど
と
表
さ
れ
る
勝
義
は
、
多
様
性
の
な
い
あ
り
方
に
よ
れ
ぽ
、
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
題
（
血
｝
志
ニ
ゴ
凶
閂
ρ
∀
な
く
、
属
性
（
審
霞
ヨ
簿
）
も
な
い
。

　
　
　
空
性
に
多
様
性
は
少
し
も
な
い
。
理
解
し
な
い
と
い
う
あ
り
方
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
空
性
を
見
る
」
と
雷
い
表
さ

　
　
れ
る
の
で
あ
る
。
（
隅
入
二
諦
論
瞼
第
四
…
六
偶
）

　
こ
こ
で
は
、
勝
義
あ
る
い
は
空
性
は
多
様
性
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
「
不
生
」
「
不
滅
」
な
ど
の
よ
う
に
言
語
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と

し
て
も
、
本
来
雷
語
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
概
念
を
前
提
と
す
る
推
論
と
結
び
付
く
こ
と
は
考
え

ら
れ
ず
、
後
の
論
理
学
に
対
す
る
批
判
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。



　
さ
て
、
「
勝
義
」
と
い
う
合
成
語
を
有
財
釈
に
解
し
、
「
勝
義
に
随
順
す
る
も
の
」
と
い
う
意
味
の
勝
義
を
本
来
の
意
味
の
勝
義
と
は
別
に

立
て
る
論
師
と
し
て
、
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
、
シ
ャ
ー
ソ
タ
ラ
ク
シ
タ
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
れ
ら
の
論

師
は
自
立
論
証
派
に
分
類
さ
れ
、
空
性
論
証
に
推
論
式
を
採
用
す
る
。
こ
の
勝
義
を
区
分
す
る
こ
と
に
対
す
る
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
批
判
か
ら
、

そ
れ
を
説
く
論
師
に
対
し
て
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
否
定
的
な
態
度
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
長
島
氏
が
ア
テ
ィ
シ
ャ

を
帰
謬
論
証
派
と
す
る
の
は
、
こ
の
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
二
つ
の
勝
義
を
認
め
な
い
立
場
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
『
入
団
諦
論
』
の
勝
義
の
定
義
か
ら
確
実
に
言
え
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
自
立
論
証
派
が
説
く
勝
義
の
区

分
が
説
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
ま
で
で
あ
ろ
う
。
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
自
立
論
証
派
の
論
師
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
検

討
の
余
地
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
し
よ
う
。

　
次
に
、
こ
の
よ
う
に
「
た
だ
一
つ
」
と
し
て
理
解
さ
れ
た
勝
義
（
空
性
・
法
性
）
を
把
握
す
る
方
法
と
、
自
立
論
証
派
も
採
用
す
る
推
論

と
の
関
係
を
見
て
み
よ
う
。
『
入
二
手
論
』
で
は
さ
ら
に
し
ば
ら
く
勝
義
に
つ
い
て
の
説
明
が
続
く
が
、
そ
の
後
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
次
の
よ

う
に
は
っ
き
り
と
推
論
を
拒
絶
す
る
。

　
　
　
「
仏
教
徒
は
直
接
知
覚
と
推
論
の
二
つ
を
認
め
る
。
〔
そ
し
て
そ
の
二
つ
に
〕
よ
っ
て
、
空
性
が
理
解
さ
れ
る
」
と
此
岸
を
見
る
愚

　
　
者
は
言
う
。

　
　
　
〔
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
〕
外
教
徒
や
声
聞
も
法
性
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
唯
識
派
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
〔
彼

　
　
ら
と
）
中
観
派
に
違
い
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
そ
の
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
教
義
が
い
ず
れ
も
認
識
根
拠
に
よ
っ
て
量
ら
れ
る
た
め
等
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
〔
あ
る
い
は
〕
論
理

　
　
（
貯
碁
餌
）
が
す
べ
て
異
な
る
の
で
、
認
識
根
拠
に
よ
っ
て
量
ら
れ
る
法
性
も

　
　
　
多
と
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
直
接
知
覚
や
推
論
は
不
要
で
あ
る
。
〔
そ
れ
ら
は
〕
外
教
徒
の
批
判
を
斥
け
る
た
め
に
、
賢
者
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（
『
入
二
諦
論
』
第
十
－
十
三
偶
）

ア
テ
ィ
シ
ャ
の
論
理
学
に
対
す
る
立
場

二
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二
二

こ
こ
で
空
性
あ
る
い
は
法
性
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
は
勝
義
と
同
義
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
前
述
の
多
様
性
な
き
勝
義
が
直
接
知
覚
や
推
論

に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
勝
義
の
理
解
に
直
接
知
覚
や
推
論
は
必
要
な
い
と
さ
れ
る
。

　
で
は
こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
「
此
岸
を
見
る
愚
者
」
と
は
誰
か
。
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
を
は
じ
め
と
す
る
自
立
論
証
派
を
指
す
の
で
あ

ろ
う
か
。
確
か
に
自
立
論
証
派
の
論
師
は
複
数
の
勝
義
を
立
て
る
上
、
自
立
論
証
を
用
い
る
た
め
、
こ
の
批
判
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る

こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
後
述
す
る
「
四
大
理
由
」
に
は
自
立
論
証
派
の
論
師
も
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
い
か
に
考
え

る
か
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
二
節
　
『
細
注
山
に
お
け
る
論
理
学
の
位
置

さ
て
、
こ
の
『
入
二
諦
論
』
を
受
け
た
記
述
が
『
細
注
睡
に
見
ら
れ
る
。

　
　
自
他
の
教
義
に
つ
い
て
は
、
あ
る
者
は
諸
法
が
存
在
す
る
と
論
証
し
、
別
の
者
は
諸
法
は
存
在
し
な
い
と
い
う
。

　
　
真
実
に
お
い
て
考
究
す
る
な
ら
ば
、
存
在
と
い
う
も
の
や
非
存
在
と
い
う
も
の
は
真
実
の
究
極
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
何

　
も
論
証
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　
　
師
の
伝
統
を
離
れ
た
者
達
が
推
論
の
智
慧
に
よ
っ
て
存
在
・
非
存
在
。
恒
常
・
断
滅
を
論
証
し
た
と
し
て
も
、
徒
労
に
終
わ
り
、
意

　
義
に
触
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
4
）

　
　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
（
U
7
碧
、
ヨ
書
く
副
賦
）
や
ダ
ル
モ
…
ッ
タ
ラ
（
鷺
6
『
ヨ
9
鐙
鑓
V
な
ど
が
多
く
の
論
書
を
作
っ
た
の
は
何
故
か
。

　
外
教
徒
の
論
難
を
斥
け
る
た
め
に
賢
者
達
は
作
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
そ
れ
故
に
、
勝
義
を
修
習
す
る
こ
と
に
〔
推
論
と
い
う
〕
認
識
根
拠
は
必
要
な
い
と
、
私
は
他
の
所
（
『
入
二
諦
論
葱
）
に
書
い
て
い

　
る
の
で
、
こ
こ
（
暇
細
注
価
）
に
述
べ
る
必
要
は
な
い
。

　
　
そ
れ
故
に
、
推
論
を
主
と
す
る
論
理
（
B
葺
四
）
の
論
書
を
捨
て
、
聖
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
流
儀
が
伝
わ
る
教
示
（
琶
臨
写
鍵
）
を



　
　
修
習
す
る
べ
き
で
あ
る
。
（
『
細
注
』
U
b
。
。
卜
。
び
G
。
よ
》
勺
■
ω
b
。
①
9
－
。
。
．
）

こ
こ
で
も
『
入
二
丁
論
』
と
岡
じ
よ
う
に
推
論
が
否
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
「
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
や
ダ
ル
モ
ー
ッ
タ
ラ
な
ど
」
の

論
師
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
師
は
い
わ
ゆ
る
仏
教
論
理
学
派
の
論
師
で
あ
り
、
仏
教
論
理
学
派
の
論
書
が
「
外
教
徒
の
論
難
を

斥
け
る
た
め
」
と
い
う
目
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
な
ど
」
に
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
を
は
じ
め
と
す
る
中

観
派
の
自
立
論
証
派
の
論
師
が
含
ま
れ
る
か
が
問
題
に
な
る
。

　
江
島
氏
は
、
本
稿
で
も
後
述
す
る
「
四
大
理
由
」
の
存
在
や
ア
テ
ィ
シ
ャ
独
自
の
バ
ヴ
ィ
や
観
に
よ
り
な
が
ら
、
こ
の
『
細
注
』
の
記
述

に
あ
る
「
な
ど
」
に
は
自
立
論
証
派
の
論
師
は
含
ま
れ
な
い
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
「
事
情
は
複
雑
で
、
憶
測
の
域
を
出
な
い
が
」
と
断
っ

た
上
で
、
仏
教
論
理
学
を
批
判
の
前
面
に
押
し
出
し
、
よ
り
高
い
勝
義
の
立
場
か
ら
自
立
論
証
派
に
対
し
て
も
批
判
を
し
て
い
る
の
で
は
な

　
　
　
（
1
6
）

ヘ
　
　
ミ
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　

し
カ
と
し
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
こ
れ
に
対
し
、
長
島
氏
は
『
宝
灯
論
』
に
あ
る
偶
頒
を
根
拠
と
し
て
、
「
な
ど
」
に
は
自
立
論
証
派
の
論
師
が
含
ま
れ
る
と
す
る
。
次
に

そ
の
偶
を
引
用
す
る
。

　
　
対
論
者
の
論
難
を
斥
け
、
大
部
の
論
書
で
あ
り
、
大
論
争
が
生
じ
た
時
、
論
理
に
関
す
る
中
端
黒
書
（
「
碍
ω
℃
p
、
凶
血
げ
¢
欝
鋤
、
凶
α
q
邸
琶
）
が

　
　
説
か
れ
よ
う
。
（
『
宝
灯
論
』
U
面
。
。
一
p
ρ
勺
．
ω
総
鋤
α
よ
●
）

ア
テ
ィ
シ
ャ
に
対
す
る
『
宝
灯
論
』
の
影
響
は
後
述
す
る
が
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
と
『
宝
灯
論
』
は
か
な
り
近
い
関
係
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

偶
の
中
の
「
論
理
に
関
す
る
中
観
論
書
」
は
自
立
論
証
派
の
論
書
と
考
え
ら
れ
、
対
論
者
の
論
難
を
斥
け
る
場
合
が
『
綱
注
』
の
表
現
と
も

対
応
す
る
の
で
、
今
問
題
の
「
な
ど
」
に
自
立
論
証
派
の
論
師
も
含
ま
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
『
宝
灯
論
』
の
影
響
の
大
き
さ
を
考
え
る
と
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
も
『
宝
灯
論
』
と
同
じ
よ
う
に
、
「
論
理
に
関
す
る
中
観
論
書
」
が

「
対
論
者
の
論
難
を
斥
け
る
」
た
め
に
説
か
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
『
細
注
』
は
あ
く
ま
で
ダ
ル
マ
キ
ー
ル

テ
ィ
、
ダ
ル
モ
ー
ッ
タ
ラ
と
い
う
仏
教
論
理
学
派
の
論
師
の
名
だ
け
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
『
細
注
』
の
批
判
は
ま
ず
仏
教
論
理
学
派

ア
テ
ィ
シ
ャ
の
論
理
学
に
対
す
る
立
場

二
三
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に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
自
立
論
証
派
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
と
し
て
も
、
あ
か
ら
さ
ま
に
批
判

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
江
島
氏
が
い
う
よ
う
に
、
同
じ
レ
ベ
ル
で
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

後
に
見
る
よ
う
に
門
四
大
理
由
」
に
自
立
論
証
派
の
論
師
が
含
ま
れ
て
も
、
仏
教
論
理
学
派
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
宝
灯
論
撫
の
記
述
は
、
あ
る
限
定
さ
れ
た
条
件
の
も
と
で
は
「
論
理
に
関
す
る
中
観
論
書
」
を
認
め
る
方
向
で
あ
る
が
、

岡
じ
よ
う
に
、
『
細
注
幅
も
「
対
論
者
の
論
難
を
斥
け
る
偏
と
い
う
限
ら
れ
た
条
件
に
お
い
て
は
、
推
論
や
直
接
知
覚
も
認
め
て
い
る
と
考

え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
ま
た
『
細
注
睡
に
お
い
て
も
、
朔
入
二
黒
幽
幽
と
嗣
様
に
、
「
勝
義
を
修
習
す
る
こ
と
」
（
鳥
O
⇒
ユ
鱒
ヨ
σ
ω
α
q
O
ヨ
℃
P
）

に
推
論
と
い
う
認
識
根
拠
が
必
要
な
い
と
さ
れ
て
い
る
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ア
テ
ィ
シ
ャ
に
お
い
て
も
推
論
が
全
面
的
に
否
定
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
総
合
的
な
性
格
を
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
推
論
は
外
教
徒
の
論
難
を
斥
け
る
た
め
に
一

定
の
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
節
　
四
大
理
由

　
『
細
注
緬
の
一
切
法
不
生
の
四
大
理
由
は
、
前
述
の
論
理
学
に
対
す
る
批
判
よ
り
前
に
説
か
れ
て
い
る
。
『
細
注
臨
は
、
止
や
神
通
力
を

説
い
た
後
、
智
慧
（
般
若
）
と
手
段
（
方
便
）
の
双
運
の
必
要
性
を
示
す
。
そ
し
て
、
そ
の
中
の
手
段
を
ま
ず
説
明
し
、
次
に
法
身
の
因
で

あ
る
智
慧
を
現
す
方
法
の
中
に
四
大
理
曲
を
説
く
。

　
『
細
注
』
に
説
か
れ
る
四
大
理
由
と
は
次
の
四
つ
で
あ
る
。

　
　
ω
．
熊
選
択
肢
の
生
起
を
否
定
す
る
理
由
（
勇
き
曲
穿
畜
σ
鋤
、
頭
。
鐙
葛
”
圃
ひ
q
け
§
件
ω
ぼ
ひ
q
ω
V

　
　
②
　
金
離
片
の
理
由
（
槻
〔
δ
こ
㊦
α
q
N
⑦
α
q
。
。
ヨ
飴
．
凶
磯
酢
費
嗣
骨
ω
烹
α
q
。
。
）

　
　
⑧
離
一
多
性
の
理
歯
（
ぴ
Q
q
α
q
審
｝
砦
ヨ
飴
母
》
一
罵
巴
｝
）
巴
び
q
憂
二
ω
三
ひ
q
ω
）

　
　
ω
　
縁
起
の
理
由
（
一
．
釜
μ
9
二
冨
，
⑦
一
ぴ
9
・
憎
．
ぴ
葦
三
∪
効
”
薦
§
二
ω
三
ぴ
q
ω
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
こ
の
四
大
理
由
に
つ
い
て
は
、
江
島
氏
が
既
に
詳
論
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
四
大
理
由
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
『
菩
提
道
灯
』
の

本
頒
を
示
し
、
そ
れ
に
対
す
る
『
細
注
』
の
注
釈
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
簡
単
に
見
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
ω
「
四
選
択
肢
の
生
起
を
否
定
す
る
理
由
」
は
、
存
在
・
非
存
在
・
そ
の
両
者
、
そ
の
両
者
で
な
い
も
の
の
四
つ
の
も
の
の
生
起

に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
『
菩
提
道
灯
』
は
次
の
よ
う
に
説
く
。

　
　
す
で
に
存
在
す
る
も
の
が
生
じ
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
。
存
在
し
な
い
も
の
は
空
華
の
如
く
で
あ
る
。
両
方
の
誤
り
に
な
っ
て
し
ま
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
の
で
、
両
者
も
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
（
『
菩
提
道
灯
』
一
江
O
ω
山
り
①
）

「
四
選
択
肢
」
と
い
う
名
称
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
四
番
目
の
存
在
で
も
非
存
在
で
も
な
い
も
の
が
説
か
れ
な
い
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

『
細
注
』
は
、
「
四
選
択
肢
の
生
起
を
否
定
す
る
理
由
㎏
が
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
（
ω
倒
⇒
陸
一
創
Φ
＜
蝉
）
の
『
入
菩
提
行
論
』
第
九
章
第
～
四

六
－
一
五
〇
偶
に
詳
し
く
説
か
れ
て
い
る
と
し
て
そ
の
偶
頒
を
引
用
し
て
い
る
。

　
　
　
　
（
2
0
）

　
②
「
金
剛
片
の
理
由
」
は
、

　
　
事
物
は
自
か
ら
も
生
じ
ず
、
他
か
ら
も
、
両
者
か
ら
も
〔
生
じ
〕
な
い
。
無
因
か
ら
も
〔
生
じ
〕
な
い
。
そ
れ
故
に
本
性
と
し
て
無
自

　
　
性
で
あ
る
。
（
『
菩
提
道
灯
』
一
一
●
6
刈
る
O
O
）

と
い
う
『
菩
提
墨
壷
』
本
拠
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
は
『
野
駈
』
第
一
章
第
一
偶
の
内
容
に
等
し
く
、
『
細
注
』
で
も
直
後
に
そ
の

『
中
論
』
の
偶
が
引
用
さ
れ
る
。
『
細
注
』
は
、
外
教
徒
が
認
め
る
ア
ー
ト
マ
ン
や
仏
教
徒
が
認
め
る
動
因
四
型
に
よ
る
存
在
の
生
起
な
ど

を
否
定
す
る
こ
と
が
「
金
剛
片
の
理
由
」
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
『
中
論
』
の
六
つ
の
注
釈
と
二
つ
の
複
注
、
『
中
観
三
審
論
』

（
乱
ミ
ミ
蟄
鳩
，
蓉
§
暦
ミ
、
、
き
凝
誉
ヒ
§
凡
§
ミ
§
ミ
ぎ
ミ
ミ
～
）
、
『
明
句
』
、
『
思
択
炎
』
、
『
入
中
論
』
を
参
照
す
る
よ
う
注
釈
さ
れ
る
。

　
③
「
離
＝
多
性
の
理
由
」
に
つ
い
て
は
、

　
　
あ
る
い
は
、
全
て
の
存
在
は
一
と
多
に
よ
っ
て
考
察
す
る
な
ら
ぽ
、
本
性
と
し
て
認
識
さ
れ
な
い
の
で
、
無
自
性
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

　
　
か
で
あ
る
。
（
『
菩
提
道
灯
』
H
一
．
N
O
一
山
竃
）

　
　
　
　
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
論
理
学
に
対
す
る
立
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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二
六

と
説
か
れ
、
『
細
注
』
で
は
、
続
い
て
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
の
『
中
観
荘
厳
論
』
（
ミ
昏
ミ
蝿
黛
§
臨
絢
ミ
§
諭
ミ
）
と
シ
ュ
リ
ー
グ
プ
タ

（
ω
識
α
q
巷
鐙
）
の
『
入
真
実
論
』
（
§
§
鋤
ミ
ミ
ミ
）
が
引
用
さ
れ
る
。

　
㈲
「
縁
起
の
理
由
」
は
、

　
　
『
空
七
十
論
輪
（
⑦
き
建
犠
翁
ミ
）
ミ
職
）
の
論
理
と
、
『
中
鷺
』
な
ど
に
も
事
物
の
自
性
は
空
性
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
（
『
菩
提
道
灯
蜘

　
　
＝
．
卜
。
O
？
卜
o
O
o
Q
）

と
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
論
書
を
見
る
よ
う
注
釈
さ
れ
る
。

　
こ
の
四
大
理
由
の
う
ち
本
稿
の
問
題
に
直
接
関
わ
る
の
は
②
「
金
岡
片
の
理
由
」
と
㈲
「
離
一
塊
性
の
理
由
」
で
あ
る
。

　
②
「
金
鰯
片
の
理
由
」
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
論
書
の
う
ち
『
明
二
輪
、
『
入
中
論
』
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
著
作
で
あ
り
、
『
思
択

炎
撫
は
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
著
作
で
あ
る
。
ま
た
、
『
中
論
点
の
注
釈
の
中
に
も
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
著
作
『
般
若
灯
論
聯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ユ
2
）

（
㌔
ミ
爵
§
ミ
栽
§
黛
）
が
奮
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
こ
で
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
と
バ
ー
ヴ
ィ

ヴ
ェ
ー
カ
は
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
③
「
離
一
多
性
の
理
由
篇
に
教
証
と
し
て
引
用
さ
れ
る
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
の
偶
は
、

　
　
自
と
他
の
説
く
こ
れ
ら
の
存
在
は
、
真
実
に
お
い
て
、
自
性
を
持
た
な
い
。
　
と
多
の
自
性
を
離
れ
て
い
る
か
ら
。
影
像
の
よ
う
に
。

　
　
（
『
細
注
謡
U
．
N
謬
σ
8
℃
．
G
。
駆
鋤
？
8
鐘
『
中
観
荘
厳
論
』
第
一
偶
）

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
推
論
式
の
形
を
と
る
。
シ
ュ
リ
ー
グ
プ
タ
の
偏
の
引
用
も
同
様
に
推
論
式
の
形
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
離
一

葉
性
の
理
由
」
は
ダ
ル
マ
キ
…
ル
テ
ィ
の
論
理
学
説
を
前
提
と
し
、
仏
教
論
理
学
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
し
、
こ
こ
で
推
論
式
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
推
論
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
四
大
理
由
の
中
で
は
自
立
論
証
派
の
推
論
式
を
用
い
た
論
証
も
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
②
で
は
、
ア
テ
ィ

シ
ャ
は
バ
！
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
と
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
を
同
列
に
扱
っ
て
お
り
、
そ
も
そ
も
自
立
論
証
派
と
帰
謬
論
証
派
の
区
劉
を
意
識



し
て
い
な
い
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
姿
勢
は
、
推
論
を
強
く
否
定
す
る
態
度
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

こ
れ
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
そ
れ
を
解
く
鍵
は
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
修
道
体
系
に
お
け
る
こ
の
四
大
理
由
の
位
置
に
あ
る
。

　
四
大
理
由
は
『
細
注
』
で
は
智
慧
と
手
段
が
説
か
れ
る
中
に
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
今
、
手
段
と
智
慧
を
双
運
す
る
こ
と
を
知
る
智
慧
に
よ
り
、
福
徳
の
資
糧
と
知
の
資
糧
を
曲
筆
し
て
完
成
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
、

　
　
「
智
慧
の
完
成
（
般
若
波
羅
蜜
）
と
い
う
実
践
を
離
れ
て
障
碍
が
尽
き
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
（
『
菩
提
三
胎
』
F
耐
雪
ム
①
。
。
）

　
　
云
々
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
止
に
よ
っ
て
業
と
煩
悩
と
異
熟
と
法
の
障
碍
な
ど
を
捨
て
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
観
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を

　
　
捨
て
た
後
に
〔
そ
れ
ら
の
障
碍
は
〕
尽
き
る
の
で
、
観
に
よ
る
必
要
が
あ
る
、
と
続
く
。
（
『
細
注
』
U
・
・
。
♂
び
や
9
℃
■
ω
一
⑩
げ
甲
ら
●
）

『
細
注
』
に
は
既
に
止
と
神
通
力
が
説
か
れ
て
お
り
、
以
降
は
「
観
」
が
関
連
す
る
。
「
観
」
と
は
「
智
慧
の
完
成
」
で
あ
る
。
し
か
し

『
細
注
』
は
ま
ず
手
段
と
智
慧
の
双
運
の
必
要
性
か
ら
説
き
、
続
い
て
手
段
と
智
慧
を
順
に
説
明
す
る
。
そ
の
智
慧
の
説
明
の
中
に
四
大
理

由
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
四
大
理
由
を
説
い
た
後
、
『
細
注
』
は
自
身
の
法
統
を
説
い
た
り
も
す
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

本
稿
冒
頭
に
引
用
し
た
寿
命
の
短
さ
を
強
調
す
る
偶
も
こ
こ
に
あ
る
。
ま
た
、

　
　
こ
こ
に
我
々
は
大
中
観
の
教
義
は
こ
の
よ
う
で
あ
る
と
説
い
た
だ
け
で
、
教
義
は
詳
細
に
は
書
い
て
い
な
い
。
実
践
を
望
む
鍮
伽
行
者

　
　
に
対
し
て
短
く
要
約
し
て
説
い
た
の
で
、
「
修
習
の
た
め
に
解
説
し
た
」
（
『
菩
提
道
灯
』
一
b
冨
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
（
『
細
注
』
U
■

　
　
b
。
。
。
H
雛
－
伊
勺
■
ω
卜
。
参
予
。
。
●
）

と
も
説
か
れ
、
四
大
理
由
も
「
修
習
の
た
め
に
」
必
要
で
あ
り
、
要
約
し
て
説
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
に
も
ア
テ
ィ
シ
ャ
の

実
践
的
な
性
格
が
見
て
取
れ
よ
う
。
そ
の
後
、
智
慧
そ
の
も
の
も
存
在
し
な
い
こ
と
な
ど
を
説
明
し
た
後
に
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

　
　
そ
の
よ
う
に
、
論
理
の
点
か
ら
一
切
法
の
不
生
を
論
証
し
た
後
、
今
聖
教
の
点
か
ら
一
切
法
の
不
生
を
説
く
こ
と
は
「
同
じ
よ
う
に
ま

　
　
た
世
尊
も
」
（
『
菩
提
道
灯
』
H
b
い
。
台
）
云
々
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
本
心
（
『
菩
提
道
々
』
一
一
．
い
。
・
。
⑩
幽
ω
N
）
に
お
い
て
見
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
一
文
に
よ
り
「
四
大
理
由
」
が
理
証
と
し
て
説
か
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
教
証
と
し
て
多
数
の
経
典
の
引
用
な
ど
が
続

ア
テ
ィ
シ
ャ
の
論
理
学
に
対
す
る
立
場

二
七
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八

く
が
、
教
証
の
説
明
の
最
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　
　
そ
れ
故
に
、
そ
の
よ
う
な
広
く
説
か
れ
た
聖
教
と
論
理
を
知
り
、
そ
の
意
味
を
確
定
し
、
疑
い
を
な
く
し
た
後
に
、
観
と
い
う
無
分
劉

　
　
を
修
習
す
べ
き
で
あ
る
。
（
『
細
注
瞼
U
．
b
。
。
。
解
心
。
導
や
。
。
b
。
㊤
三
－
b
。
．
）

こ
の
よ
う
に
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
、
立
証
や
四
大
理
由
を
含
む
理
証
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
を
確
定
し
、
疑
い
を
な
く
し
た
後
に
は
じ
め
て
観
に
入

る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
「
四
大
理
由
」
の
位
置
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
推
論
は
理
証
で
は
働
く
け
れ
ど

も
、
観
は
無
分
別
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
は
推
論
が
働
く
余
地
は
な
く
な
り
、
そ
の
た
め
、
勝
義
の
修
習
に
推
論
は
必
要
な
い
と
い

う
前
述
の
表
現
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
三
尉
の
う
ち
思
慧
で
は
推
論
が
認
め
ら
れ
る
が
、
推
論
は
修
慧
に
関

係
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
出
来
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
V

　
と
こ
ろ
で
、
「
観
」
を
無
分
別
と
す
る
こ
と
は
一
般
的
な
観
の
理
解
と
は
異
な
る
が
、
こ
れ
は
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
直
接
の
師
匠
で
あ
る
ボ
ー

デ
ィ
パ
ド
ラ
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
細
注
』
が
止
を
説
く
中
に
あ
る
ボ
ー
デ
ィ
バ
ド
ラ
の
『
三
昧
資
糧
晶
臨
（
寒
ミ
肉
叙
ミ
簑
ミ
寒
ミ
、
・

ミ
）
§
ご
ミ
ミ
）
の
引
用
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
無
楕
の
止
に
つ
い
て
は
、
同
書
（
『
一
二
昧
資
糧
品
㎞
）
に
「
無
上
の
止
と
い
う
個
別
観
察
（
胃
無
》
窮
く
の
募
鋤
感
）
の
智
慧
そ
の
も
の
か
ら
、

　
　
無
相
の
観
と
い
う
無
分
別
智
が
生
じ
る
」
と
〔
説
か
れ
て
い
る
。
〕
（
『
細
注
臨
O
．
箋
二
手
し
η
”
℃
’
ω
一
。
。
餌
メ
）

こ
れ
に
よ
っ
て
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
「
無
稲
の
止
1
1
個
別
観
察
の
智
慧
」
「
無
相
の
観
玉
無
分
甥
智
」
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か

し
、
一
般
に
個
溺
観
察
は
観
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
当
然
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
『
三
昧
資
糧
品
輪
は
次
の
よ
う

に
説
明
す
る
。
『
細
注
㎞
に
引
用
は
な
い
。

　
　
韓
紅
観
察
の
智
慧
は
止
で
は
な
い
。
多
数
の
形
象
と
し
て
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
な
ら
ぽ
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
止

　
　
も
ま
た
止
で
は
な
い
〔
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
〕
。
多
数
の
剃
那
と
多
数
の
部
分
を
対
象
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
（
警
二
塁
資
糧
品
隔

　
　
O
b
O
σ
？
メ
℃
幽
嵩
。
。
9
ゐ
¶
）



ボ
ー
デ
ィ
バ
ド
ラ
は
こ
の
よ
う
に
反
論
し
、
個
別
観
察
が
止
で
あ
る
と
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ボ
ー
デ
ィ
バ
ド
ラ
の
止
観
の
理
解
の
典
拠
は
不
明
で
あ
り
、
そ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
な
る
が
、

テ
ィ
シ
ャ
が
観
を
無
分
別
と
し
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

こ
の
理
解
を
も
と
に
、
ア

第
三
章
　
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
上
江
と
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
対
す
る
態
度

　
我
々
は
四
大
理
由
の
中
に
推
論
式
を
肯
定
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
、
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
と
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
同
列
に
説
か
れ

る
場
合
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
四
大
理
由
が
観
と
い
う
無
分
別
智
の
修
習
の
前
提
と
し
て
の
み
機
能
す
る
た
め
、
勝
義
の
修
習
に
お
い

て
推
論
や
直
接
知
覚
を
否
定
す
る
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
立
場
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
勝
義
の
修
習

に
お
い
て
不
要
と
す
る
推
論
も
思
慧
と
い
う
限
定
さ
れ
た
状
況
で
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
に
、
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
と
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
対
す
る
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
立
場
を
考
え
る
時
の
問
題
点

を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
両
者
を
含
む
師
資
相
承
の
系
譜
に
白
ら
を
置
い
て
い
る
。

　
　
聖
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
御
前
の
そ
の
甘
露
は
、
ア
ー
リ
ヤ
デ
ー
ヴ
ァ
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
、
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
（
バ
ヴ
ィ

　
　
（
2
3
）

　
　
ヤ
）
、
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
、
ボ
ー
デ
ィ
パ
ド
ラ
ま
で
満
足
さ
せ
、
私
に
も
わ
ず
か
に
降
り
注
ぐ
。
（
『
細
注
』
U
■
N
。
。
O
簿
？
メ

　
　
℃
．
ω
b
o
ω
げ
刈
I
o
◎
．
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
、
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
な
ど
を
通
し
て
伝
わ
っ
た
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
教
説
を
、
自
身
の
直

接
の
師
に
あ
た
る
ボ
ー
デ
ィ
バ
ド
ラ
か
ら
受
け
継
い
だ
と
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
概
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
こ
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
ー
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
と
い
う
相
承
に
は
疑
問
が
あ
る
。
我
々
は
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が

バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
一
兎
を
批
判
し
た
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
が
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
よ
り
年
長
者
で
あ
る
と
考
え
る

ア
テ
ィ
シ
ャ
の
論
理
学
に
対
す
る
立
場

二
九
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か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
こ
の
点
は
、
バ
ヴ
ィ
ヤ
に
帰
せ
ら
れ
る
『
宝
灯
論
』
と
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
親
近
性
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
き
た
。
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
『
入
二
諦

論
』
と
『
宝
灯
論
』
の
二
流
説
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
り
、
ま
た
、
両
者
は
共
通
し
て
論
理
学
に
対
し
否
定
的
な
態
度
を
と
る
た
め
、
ア
テ
ィ
シ

ャ
の
立
場
は
『
宝
灯
論
』
に
か
な
り
近
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
『
宝
灯
論
』
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
を
何
度
も
引
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

し
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
を
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
や
ア
ー
リ
ヤ
デ
…
ヴ
ァ
と
並
ぶ
権
威
と
し
て
扱
う
の
で
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ

ー
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
と
い
う
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
師
資
相
承
は
『
宝
灯
論
』
に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

『
宝
灯
論
』
の
著
者
バ
ヴ
ィ
ヤ
は
噸
中
石
』
注
釈
者
の
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
！
カ
と
岡
一
人
物
で
は
な
い
こ
と
は
既
に
論
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
必
然
的
に
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
パ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
一
髪
観
と
我
々
の
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
…
力
士
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
点
に

は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
筆
者
も
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
『
中
珍
優
婆
娑
舎
開
宝
薩
』
（
謁
ミ
ミ
ぎ
秘
§
ミ
。
蔚
、
～
ミ
発
噛
§
ミ
ー
篭
N
ミ
電
§
博
N
幕
愚
織
§
魯
以
下
、
『
開
宝
簸
聴
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
｝

説
か
れ
る
ナ
…
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
授
記
が
『
宝
灯
論
聴
の
そ
れ
と
よ
く
一
致
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
長
農
氏
は
、

『
開
宝
知
見
に
説
か
れ
る
学
派
分
類
に
＝
切
の
中
定
論
書
の
根
本
の
著
者
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
を
は
じ
め
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

五
論
師
が
、
全
て
『
宝
灯
論
匝
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
け
れ
ど
も
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
に
『
宝
灯
論
扁
の
大
き
な
影
響
が
見
ら
れ
る
と
は
い
え
、
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
影
響
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

『
宝
灯
照
隠
の
影
響
だ
け
に
霞
を
奪
わ
れ
る
と
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
観
を
見
誤
り
か
ね
な
い
の
で
、
そ
の
点
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
翻
訳
者
と
し
て
も
活
躍
し
た
が
、
翻
訳
活
動
の
点
で
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
と
バ
ー
ヴ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

ヴ
ェ
ー
カ
を
比
較
す
る
と
、
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
一
瓢
の
著
作
の
翻
訳
に
傾
い
て
い
る
。
長
島
氏
に
よ
れ
ば
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
翻
訳
し
た
チ
ャ
ン

ド
ラ
キ
…
ル
テ
ィ
の
著
作
は
『
五
三
論
』
（
聖
ミ
寝
罫
§
ミ
～
§
ミ
瀞
ミ
§
ミ
）
と
『
三
帰
依
七
十
』
（
撃
・
、
奪
§
輪
禽
§
ミ
執
）
の
み
で
あ
り
、
し
か



も
、
『
三
帰
依
七
十
』
は
現
在
『
歌
論
』
注
釈
者
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
真
作
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

ア
テ
ィ
シ
ャ
は
、
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
主
著
『
中
観
心
論
』
と
そ
の
注
釈
『
思
択
炎
』
を
翻
訳
し
、
さ
ら
に
、
現
在
は
真
作
と
認
め
ら
れ

て
い
な
い
『
中
観
心
集
』
（
ミ
貸
§
§
ミ
霜
、
薄
§
、
亮
ミ
ぎ
）
と
バ
ヴ
ィ
ヤ
に
帰
せ
ら
れ
る
『
宝
灯
論
』
も
翻
訳
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
目
す
べ
き
は
『
中
観
心
論
』
と
そ
の
注
釈
を
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
翻
訳
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
テ
ィ
シ
ャ
に
対
す

る
バ
ヴ
ィ
ヤ
の
影
響
が
『
宝
灯
論
』
の
み
に
よ
っ
て
お
り
、
自
立
論
証
派
の
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
に
否
定
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
ア
テ
ィ
シ
ャ

が
『
中
観
心
論
』
と
そ
の
注
釈
を
翻
訳
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
『
宝
灯
論
』
の
影
響
が
そ
の
ま
ま
自
立
論
証
派
と
し

て
の
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
一
頃
批
判
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
自
立
論
証
派
の
バ
ー
ヴ

ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
立
場
も
何
ら
か
の
形
で
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
一
例
と
し
て
「
四
大
理
由
」
の
中
の
②
を
挙
げ
る
こ
と
も

出
来
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
ま
た
、
『
細
注
』
は
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
（
じ
d
冨
く
旨
ω
義
倉
σ
轟
一
）
の
著
作
と
し
て
「
『
思
択
炎
』
と
『
般
若
灯
論
』
な
ど
」
を
挙
げ
る
。

思
想
的
に
ア
テ
ィ
シ
ャ
と
『
宝
灯
論
』
が
近
い
と
考
え
ら
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
主
著
と
し
て
挙
げ

る
の
は
こ
の
二
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
そ
の
臨
書
の
内
容
も
否
定
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
こ
の
二
書

が
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
主
著
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
た
め
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
が
、
し
か

し
、
そ
の
場
合
で
も
『
宝
灯
論
』
に
つ
い
て
全
く
触
れ
ら
れ
な
い
の
は
不
可
解
と
言
え
よ
う
。
む
し
ろ
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
考
え
る
パ
ー
ヴ
ィ

ヴ
ェ
ー
カ
像
を
『
宝
灯
論
』
だ
け
に
限
定
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
引
用
の
点
で
も
岡
じ
こ
と
が
言
え
る
。
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
著
者
名
あ
る
い
は
書
名
を
挙
げ
て
引
用
す
る
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
論
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

は
『
中
観
心
論
』
あ
る
い
は
そ
の
注
釈
『
思
量
炎
』
で
あ
り
、
バ
ヴ
ィ
ヤ
の
『
宝
灯
論
』
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
は
『
宝
灯
論
』
の
影
響

の
大
き
さ
を
考
え
る
と
奇
妙
と
も
言
え
る
が
、
一
方
で
は
、
こ
れ
も
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
影
響
を
示
す
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
『
宝
灯
論
』
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
扱
い
に
は
奇
妙
な
点
も
存
在
す
る
し
、
『
中
黒
』
注

ア
テ
ィ
シ
ャ
の
諭
理
学
に
対
す
る
立
場

一
三



哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
号

三
二

釈
者
で
あ
る
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
影
響
も
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
バ
ヴ
ィ
ヤ
と
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
を
同
一
人
物
と
考

え
る
時
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
を
想
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
研
究
が
必
要
で
あ
る
。

　
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
対
す
る
立
場
に
関
し
て
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
い
う

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
は
密
教
者
で
あ
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
『
開
宝
瞳
』
に
説
か
れ
る
学
派
分
類
で
は
中
観
派
は
さ
ら
に
細
分
さ
れ
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
、
ア
ー
リ
ヤ

デ
ー
ヴ
ァ
な
ど
に
並
ん
で
コ
切
の
中
観
論
書
の
根
本
の
著
者
」
の
中
に
挙
げ
ら
れ
る
が
、
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
は
そ
う
で
は
な
い
。

　
そ
の
理
由
と
し
て
、
筆
者
は
以
前
密
教
者
と
し
て
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
も
含
め
た
評
価
が
こ
こ
に
反
映
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘

　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
長
島
氏
は
「
一
切
の
中
観
論
書
の
根
本
の
著
者
」
に
挙
げ
ら
れ
る
論
師
が
『
宝
灯
血
目
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

し
、
こ
の
分
類
に
も
『
宝
灯
論
臨
の
影
響
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
従
い
た
い
。
し
か
し
、
長
島
氏
が
、
密
教
者
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
を
考
慮
に
い
れ
な
く
て
よ
い
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。

　
既
に
揚
了
し
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
繰
り
返
す
と
、
『
開
宝
簾
撫
に
説
か
れ
る
ナ
ー
ガ
…
ル
ジ
ュ
ナ
の
著
作
の
中
で
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
密

教
関
連
の
著
作
も
含
め
て
す
べ
て
一
人
の
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
に
帰
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
場
合
も
同
様
で
あ

ろ
う
と
考
、
兄
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
実
際
『
開
宝
正
解
に
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
名
の
も
と
に
密
教
者
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ

ィ
の
著
作
で
あ
る
『
炉
作
明
撫
（
、
ミ
叙
導
。
魯
。
§
ミ
よ
尋
馬
）
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
考
え
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
…
ル
テ
ィ

は
密
教
者
で
あ
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
、
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
場
合
と
同
様
に
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
場
合
も
ま
た
、
慎
重
に
扱
う
必
要
が
あ
り
、
こ
こ
に

あ
ら
た
め
て
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
。



む
　
す
　
び

　
以
上
の
よ
う
に
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
論
理
学
に
否
定
的
な
立
場
を
取
る
も
の
の
、
そ
れ
は
「
勝
義
の
修
習
」
に
お
い
て
で
あ
り
、
　
方
で
は

「
四
大
理
由
扁
の
中
に
「
離
一
面
性
」
の
理
由
も
含
め
、
推
論
式
も
認
め
て
い
る
。
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
勝
義
の
修
習
に
お
い
て
論
理
学
に
否
定

的
な
立
場
を
取
る
理
由
は
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
ボ
ー
デ
ィ
バ
ド
ラ
か
ら
受
け
継
い
だ
観
に
対
す
る
考
え
方
に
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
観
は

「
無
分
別
」
と
さ
れ
、
そ
れ
は
推
論
が
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
観
の
修
習
に
入
る
前
に
疑
い
を
な
く
し
確
信
を
得
る
必
要
が

あ
り
、
そ
こ
に
「
離
一
多
性
」
を
豊
漁
と
す
る
推
論
式
も
含
む
「
四
大
理
由
」
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
を
は
じ
め
と
す
る
仏
教
論
理
学
派
に
対
し
て
勝
義
を
修
習
す
る
方
法
と
し
て
は

否
定
的
な
態
度
を
取
る
と
し
て
も
、
仏
教
論
理
学
派
と
自
立
論
証
派
と
の
間
に
は
一
線
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
自
立
論
証
派
の
論
師
は
智

慧
の
理
証
と
も
な
り
得
る
け
れ
ど
も
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
な
ど
の
仏
教
論
理
学
派
は
そ
う
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
推
論
が
勝
義
の
修
習

に
お
い
て
否
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
仏
教
論
理
学
派
と
自
立
論
証
派
が
同
じ
レ
ベ
ル
で
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
四
大
理
由
」
の
中
に
は
、
自
立
論
証
派
と
さ
れ
る
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
と
帰
謬
論
証
本
と
さ
れ
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が

同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
所
も
あ
る
。
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
考
え
る
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
や
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
我
々
が
考
え
る
も
の
と
異

な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
は
、
『
中
論
』
注
釈
者
と
し
て
の
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
と
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
著
作
が
挙
げ
ら
れ

て
お
り
、
自
立
論
証
派
と
帰
謬
論
証
派
の
区
別
を
意
識
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、
そ
う
い
っ
た
差
異
を
見
ず
に
、
両
者
を
統

合
し
た
「
四
大
理
由
」
を
採
用
し
て
い
る
所
に
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
特
徴
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
一
方
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
、
師
資
相
承
の
系
譜
や
『
開
宝
簾
』
の
学
派
分
類
の
中
で
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
る
が
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
当
時
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
再
評
価
の
流
れ
の
中
で
理
解
す
る
べ
き

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
評
価
を
考
え
る
時
に
は
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
密
教
者
と
し
て
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
も
同
　
人
物
と
し
て
扱

ア
テ
ィ
シ
ャ
の
論
理
学
に
対
す
る
立
場

三
三
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っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
注

（
1
）
　
窪
立
論
証
派
と
帰
謬
論
熱
田
の
問
題
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
集
を
参
着
…
。
O
①
o
目
頭
①
ω
じ
σ
．
』
。
U
鵬
①
営
ω
卿
ω
p
税
自
。
い
．
竃
O
Ω
ぎ
8
2
《
㊦
臼
§
誌

　
の
ミ
§
煽
ミ
ぎ
－
き
謎
§
賄
隷
黛
b
韓
ミ
ミ
§
一
Ψ
§
ミ
b
§
鳩
§
聴
b
o
8
貸
b
警
§
㊦
ら
Q
§
ぎ
～
一
》
い
。
0
8
”
b
づ
。
ω
8
コ
■

（
2
）
　
匿
雲
ω
蟷
毛
脚
舘
一
口
巴
皇
b
難
ミ
題
ミ
晦
こ
ミ
矯
ミ
、
ミ
、
し
㊤
c
Q
紳
錦
《
0
8
噌
℃
℃
．
鱒
㌣
Q
ゆ
O
■
下
線
筆
者
。
ま
た
、
じ
d
ン
届
く
四
く
そ
色
＄
を
b
づ
7
餅
く
凶
く
色
＄
に
訂
正
し
た
。

（
3
）
　
江
島
懇
教
「
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
の
門
真
理
説
」
、
『
龍
樹
教
学
の
研
究
睡
、
一
九
八
三
年
、
三
五
九
－
三
九
一
頁
。

（
4
）
盲
ω
＆
。
Z
謬
鶴
ω
罫
ゴ
『
、
勇
冨
】
）
百
ぎ
巳
8
σ
簿
≦
①
窪
G
。
く
簿
窪
巳
冨
9
。
邑
℃
一
、
鋤
。
。
巴
ひ
q
欝
9
。
一
三
簿
①
ζ
巴
ξ
費
轟
轟
…
》
鼠
㈲
簿
雪
α
じ
d
冨
く
恩
p
・
ω

牢
鋤
ω
聾
鼠
圃
惹
ω
㌦
－
ξ
曼
轟
⑦
鳳
ミ
§
ミ
奪
ミ
§
O
ミ
味
嚇
ミ
§
ミ
切
ミ
ミ
譜
ミ
v
縛
℃
恩
ミ
鷲
ミ
℃
・
。
O
O
♪
窪
目
①
㎝
め
。
。

（
5
）
　
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
基
本
的
に
密
教
者
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
羽
田
野
伯
猷
氏
が
一
連
の
論
文
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
（
羽
田
野
伯

　
猷
「
密
教
者
と
し
て
の
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
」
、
再
録
璽
羽
田
野
伯
猷
チ
ベ
ッ
ト
・
イ
ン
ド
学
集
成
撫
第
三
巻
、
「
九
八
七
年
、
㎝
八
二
…
一
＝
八
頁
。
あ
る

　
い
は
同
門
菩
提
心
法
者
と
し
て
の
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
」
、
再
録
『
羽
田
野
伯
猷
チ
ベ
ッ
ト
・
イ
ン
ド
学
集
成
㎞
第
三
巻
、
一
九
八
七
年
、
二
一
九
…
二
三
六

　
頁
等
）

（
6
）
例
、
兇
ぽ
羅
蕉
u
．
・
。
。
。
①
ぴ
ω
』
■
ω
。
。
皆
一
や
『
中
多
書
婆
多
多
開
宝
繋
（
沁
ミ
ミ
ぎ
ミ
魯
曼
ミ
“
斜
誌
§
辱
・
ミ
ミ
蔓
§
～
§
、
ミ
§
）
○
．
ま
鎮
h
等
。

（
7
）
　
拙
稿
「
ア
テ
ィ
シ
ャ
と
戒
律
扁
、
『
印
度
学
佛
教
学
研
究
鯨
五
十
一
二
、
二
〇
〇
二
年
、
一
六
六
一
　
七
〇
僕
等
。

（
8
）
　
拙
稿
「
》
鴬
㎝
恥
の
菩
提
心
説
の
一
考
禦
」
、
鴨
郎
度
学
佛
教
学
研
究
輪
四
三
…
二
、
｝
九
九
五
年
、
｝
九
五
－
｝
九
七
頁
。

（
9
）
　
江
島
氏
は
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
実
践
的
な
性
格
の
強
い
チ
ャ
ソ
ド
ラ
キ
…
ル
テ
ィ
や
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
！
ヴ
ァ
を
高
く
評
価
し
て
、
実
践
を
中
心
と
し

　
て
仏
教
の
総
合
的
な
体
系
を
梅
築
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
江
島
悪
教
『
中
観
思
想
の
展
開
㎞
、
一
九
八
○
年
、
東
禁
、
二
四
八
頁
）

（
1
0
）
　
o
州
・
㎎
入
二
諦
論
㎞
第
二
十
六
掲
。

（
1
1
）
　
㎎
入
門
高
論
㎞
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
［
テ
キ
ス
ト
・
和
訳
］
江
島
「
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
の
二
真
理
説
」
、
［
テ
キ
ス
ト
・
英
訳
〕
0
7
二
ω
凱
碧
ρ
　
鎖
同
で

　
魁
葺
0
5
．
．
》
蕊
映
ω
ぎ
貯
，
o
身
9
δ
昌
8
叶
冨
ツ
ぎ
↓
建
夢
鋤
鼠
簡
鍍
G
り
。
蔑
8
ω
㌦
、
奪
ミ
暑
ミ
ミ
ミ
§
遣
寒
凡
、
霧
匙
婁
り
’
窯
9
N
竈
。
。
押
讐
」
鎗
山
一
恥
．

　
Z
餌
ひ
q
器
罫
ご
㊤
前
掲
論
文
に
も
一
部
英
訳
が
あ
る
。
偶
の
数
え
方
は
江
島
氏
に
よ
っ
た
。



（
1
2
）
　
江
島
氏
は
、
第
一
句
の
「
び
ω
9
昌
℃
9
。
．
算
ω
三
ひ
q
α
q
δ
ω
げ
く
。
巴
ぴ
効
旨
ω
＼
＼
」
の
中
の
「
け
ω
討
ひ
q
α
g
δ
ω
9
0
【
び
p
。
」
を
「
合
成
語
解
釈
扁
（
く
貫
鑓
冨
）
と
解

　
し
、
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
批
判
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
勝
義
が
「
不
生
」
「
不
滅
」
な
ど
と
言
語
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ

　
と
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
考
え
、
「
言
葉
」
（
誘
三
ひ
q
）
と
「
結
び
付
く
こ
と
し
（
ω
9
0
「
げ
。
）
に
分
け
て
訳
し
た
。
ご
乱
巳
興
は
「
ゆ
＜
9
。
O
要
旨
品

　
（
O
O
【
四
く
O
o
Q
Φ
護
鋤
）
Φ
×
℃
冨
＝
讐
。
噌
矯
器
「
ヨ
ω
」
と
す
る
。

（
1
3
）
　
江
島
「
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
の
二
真
理
説
」
、
三
六
三
－
三
六
四
頁
。

（
1
4
）
　
望
月
訳
は
疑
問
文
と
取
ら
ず
、
「
多
く
の
文
献
を
著
し
た
よ
う
に
」
と
す
る
が
、
こ
の
前
半
部
を
疑
問
文
と
し
、
偶
頒
の
後
半
部
が
そ
の
答
え
と
理

解
す
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
江
島
訳
、
長
島
訳
は
疑
問
文
に
解
す
。
望
月
海
慧
「
デ
ィ
ー
パ
ン
カ
ラ
シ
ュ
リ
ー
ジ
ェ
ニ
ャ
ー
ナ
の
『
菩
提
道
確
論
細

疏
騒
和
訳
⑥
」
、
『
身
延
論
叢
』
八
、
二
〇
〇
四
年
、
二
五
頁
。
江
島
前
掲
論
文
、
三
七
一
頁
。
Z
9
。
ひ
2
9
。
ω
三
ヨ
Q
前
掲
論
文
、
や
。
。
ピ

（
1
5
）
　
望
月
訳
は
「
論
理
学
」
と
す
る
が
、
推
論
を
批
判
す
る
文
脈
で
あ
る
の
で
「
認
識
根
拠
」
と
訳
す
。
『
入
二
諦
論
』
で
は
「
直
接
知
覚
と
推
論
鳳
が

対
応
す
る
。
前
掲
の
拙
訳
参
照
。

（
1
6
）
　
江
島
「
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
の
二
真
理
説
」
、
三
七
二
頁
。

（
1
7
）
　
Z
餌
磯
餌
ω
三
ヨ
餌
前
掲
論
文
、
P
露
’

（
1
8
）
　
江
島
『
中
観
思
想
の
展
開
隠
、
二
三
九
頁
以
下
を
参
照
。
冒
す
α
9
興
前
掲
論
文
に
は
こ
の
箇
所
の
英
訳
が
あ
る
。

（
1
9
）
　
『
菩
提
道
灯
』
の
偶
は
固
ヨ
興
に
よ
る
句
番
号
を
用
い
た
。
（
国
Φ
一
拝
葺
国
圃
ヨ
Φ
昌
b
ご
。
蹴
潜
艦
ミ
》
§
ミ
織
愚
良
、
ミ
お
ト
悪
お
ミ
8
ミ
駄
禽
郎
妹
翼
翼
S
§
匙
ミ
・

　
ぎ
藝
爵
識
§
亀
§
駄
ミ
§
ミ
蹄
昏
譜
§
§
帖
ミ
慧
ミ
轟
〉
ω
圃
簿
δ
畠
Φ
閏
。
冨
9
琶
σ
q
魯
》
b
ご
餌
銭
㎝
P
一
雪
。
。
”
≦
δ
ω
び
巴
雪
．
）

（
2
0
）
　
「
金
剛
片
」
の
語
は
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
『
中
観
光
明
論
』
（
ミ
ミ
ミ
“
§
幕
ミ
。
ぎ
）
に
出
る
。
そ
こ
で
も
自
・
他
・
自
他
の
両
者
、
無
因
か
ら
の
不
生

　
が
主
題
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
四
つ
の
不
生
が
「
金
剛
片
の
よ
う
に
無
碍
な
四
つ
」
（
巳
。
ユ
Φ
α
q
N
①
ぴ
q
ω
ヨ
四
窪
。
ひ
q
ω
O
p
旨
Φ
匹
℃
鋤
．
一
σ
蝕
）
と
呼
ば
れ
る
。

　
ま
た
『
細
注
』
と
同
様
に
『
中
論
』
第
一
章
第
～
偶
が
引
用
さ
れ
る
（
江
島
『
中
観
思
想
の
展
開
』
、
二
三
二
頁
）
。

（
2
1
）
　
こ
の
六
つ
の
注
釈
の
内
容
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
『
細
注
』
の
他
の
箇
所
で
は
八
つ
の
『
画
論
』
の
注
釈
と
二
つ
の
複
注
を
挙
げ
る

　
の
で
（
『
細
注
』
U
．
N
。
。
O
σ
？
卜
。
。
。
冨
N
℃
．
ω
謹
げ
同
－
心
．
）
、
こ
こ
で
別
に
挙
げ
ら
れ
る
『
明
句
』
注
を
除
け
ば
、
ひ
と
つ
の
注
釈
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
し
、
二
つ
の
三
二
は
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
注
釈
『
般
若
灯
論
』
に
対
す
る
複
注
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
二
つ
の
三
二
が
挙
げ
ら
れ
て

　
い
る
こ
と
か
ら
、
パ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
注
釈
は
「
六
つ
の
注
釈
㎏
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
本
来
は
『
般
若
灯
論
』

も
『
明
句
』
と
岡
じ
よ
う
に
別
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
伝
承
の
過
程
で
失
わ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
は
本
来

ア
テ
ィ
シ
ャ
の
論
理
学
に
対
す
る
立
場

三
五



哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
号

三
六

　
『
中
途
臨
の
八
つ
の
注
釈
全
て
が
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
重
要
な
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
と
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
注
釈
は
特
に
書
名
も
含
め
て

　
挙
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

（
2
2
）
　
例
え
ば
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
に
よ
れ
ぽ
、
止
は
「
心
一
境
性
」
で
あ
り
、
精
神
集
中
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
観
は
「
真
理
の
妙
観
察
」
で
あ
り
、
分
別

知
を
と
も
な
う
。
止
観
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
文
参
照
。
御
牧
克
己
「
チ
ベ
ヅ
ト
仏
教
修
行
の
　
断
面
1
所
謂
「
チ
ベ
ッ
ト
牧
象
図
」
に
つ
い
て
…
」
、

　
呪
修
行
の
研
究
㎞
（
平
成
八
…
十
一
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
、
研
究
代
表
者
H
長
谷
正
當
）
、
窟
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
二
〇

　
〇
〇
年
。
船
山
雲
門
瞑
想
の
実
践
に
お
け
る
分
別
知
の
意
義
ー
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
場
合
一
」
、
噛
イ
ン
ド
哲
学
仏
教
思
想
論
集
㎏
、
こ
○
○
○
年
。

（
2
3
）
　
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
を
じ
d
冨
く
巻
あ
る
い
は
國
鋤
く
誘
ω
Z
雪
暫
巴
と
呼
ぶ
。
。
。
窯
鋤
ン
三
酉
は
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
意
訳
で
あ
る
。

　
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
バ
ヴ
ィ
ヤ
と
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
を
区
別
す
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
本
稿
で
は
区
別
し
て
示
す
必
要
が
あ
る
た
め
、
隅
宝
灯
論
聴
の

著
者
を
バ
ヴ
ィ
ヤ
と
呼
ぶ
。

　　　　ハ3029
）　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鐙辺i筆鍾が3
　　　　　　　　　　　　　　、

偶
が
、

　
一
部
で
あ
る
。

（
3
1
）
　
ピ
ぎ
島
9
興
前
掲
論
文
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
『
入
二
王
論
調
第
二
十
二
偶
と
第
二
十
三
偶
。
α
に
ほ
蔭
対
応
す
る
論
罪
が
『
宝
灯
論
㎞
に
存

在
す
る
。
㎎
章
草
諦
論
㎞
に
は
密
議
の
形
で
の
引
綱
が
多
数
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
も
欄
宝
灯
論
㎞
か
ら
の
引
用
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
ア
テ

　
ィ
シ
ャ
の
著
作
に
は
、
咽
宝
灯
畳
目
の
書
名
を
挙
げ
た
道
心
や
、
じ
d
プ
餌
く
《
9
の
名
を
挙
げ
た
『
宝
灯
翼
下
の
引
用
は
見
付
か
ら
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
区

　
別
し
て
考
え
た
い
。

江
島
「
ア
テ
ィ
…
シ
ャ
の
二
真
理
説
」
、
三
五
九
一
三
九
一
頁
参
照
。
ご
巳
9
興
氏
も
『
宝
灯
論
㎞
と
咽
入
口
諦
論
㎞
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る

い
ヨ
α
葺
£
、
氏
は
糊
宝
灯
論
』
を
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
…
カ
の
真
作
と
す
る
た
め
我
々
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
考
察
に
な
る
（
ご
巳
9
段
前
掲
論
文
）
。

㎎
宝
灯
論
臨
O
b
刈
一
鋤
9
℃
．
ω
昏
｝
鶴
？
S
（
江
島
「
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
の
二
真
理
野
馳
、
三
七
九
頁
。
）

拙
稿
爾
中
観
優
婆
提
舎
開
宝
籏
瞼
に
つ
い
て
扁
、
隅
仏
教
史
学
研
究
幅
三
六
…
一
、
～
九
九
三
年
、
一
⊥
二
一
頁
。

驚
螢
ひ
q
器
三
ヨ
簿
前
掲
論
文
、
P
㊤
ρ

Z
餌
頓
器
罫
ρ
類
前
掲
論
文
、
P
。
。
㎝
．

㎎
細
注
蜘
U
■
卜
。
。
。
O
ま
｝
℃
．
も
。
卜
。
害
一
●

例
え
ば
、
噴
細
注
㎞
¢
b
誤
鋤
？
メ
℃
．
ω
筆
Ψ
。
。
－
ω
一
。
。
9
。
ピ
に
は
『
中
観
思
択
炎
幅
（
鳶
～
ミ
二
段
鑓
鷺
、
鰹
ミ
9
）
の
名
で
『
中
観
心
論
㎞
第
三
章
第
十
六

　
唖
開
宝
籔
㎞
O
。
一
〇
。
。
蕊
ム
”
℃
．
お
O
器
－
σ
ω
に
は
璽
思
択
炎
㎞
が
引
用
さ
れ
、
開
鉱
二
曲
論
㎞
に
引
か
れ
る
の
も
『
申
観
心
論
㎞
第
三
章
二
八
五
僑
の
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拙
稿
「
『
中
観
優
婆
提
舎
開
宝
儘
隠
に
つ
い
て
」
、

Z
四
α
q
国
ω
寓
ヨ
⇔
前
掲
論
文
、
P
。
。
O
h

以
鋤
σ
q
鋤
ω
三
ヨ
9
。
前
掲
論
文
、
P
。
。
◎
昌
。
欝
①
O
．

七
頁
。

（
筆
者
　
み
や
ざ
き
・
い
ず
み
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
講
師
／
仏
教
学
）

ア
テ
ィ
シ
ャ
の
論
理
学
に
対
す
る
立
場

三
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Atiga’s　Attitude　toward　lnference

　　　Izumi　MIYAZAKI

Lecturer　of　Buddhist　Studies

Graduate　School　of　Letters

　　　　　KyotQ　University

　　Ati§a（DTpa環kara§r茄議且a，982－1054），an王ndian　monk　of　the　late　Madhyamaka

schoo1，　influenced　Tibetan　Buddhism　ilユ飴e　time　of　the　later　dissemination　by

propagating　Indian　Buddhism　in　Tibet　for　thirteell　years　and　by　translating　ma町

王ndian　WOrkS　intO　the　T｛betan　langUage．

　　Later　in　Tibetan　doxography，　he　is　often　classified　as　a？rtisafigika　（Tltal’gyur

ろα）rather　than　a’Sv2tantrika（Raiz　7’gyztd加），for　whom　autonomous　inference

（svatantxa－ntt7・na－na）is　a　method　to　prove　the　emptiness　of　all　thi亘gs，

　　Ejima　has　pointed　out，　mainly　on　the　basis　of　Ati§a’s　Sa加ぬ磁紹勧篭that　Ati§a

relected　the　doctrines　of　the　Buddhist　logico－epistemological　school。　Nagashima

has　argued，　based　on　Ati§a’s　understanding　of　paramgrtha，　that　Ati§a　can　be

regarded　as　a　Prasafigika．　And　on　the　basis　of　Ati§a’s　close　connection　with　the

蔽adlzyaJ・nakarat・nop7’adz－Pa，　Nagashima　has　tried　to　explain　such　perplexing　evi・

dence　as　Ati§a’s　approval　of　the　Svatantrika　Bhavivek：a　while　maintaining　his　own

Prasafigika　view．

　　Apparent玉y，　however，　Ati§a，　i職　the　commentary　on　his　nlain　work，

Bo盈野晒妙解6ψ砧takes　autonomous　inference　as　one　of　the　four　great　reasons
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
（gtanな1～廊。ゐ飢po　bii），quoting　the　verses　of　Santarak§ita　and　Sr了gupta，　who

are　classified　as　Svatantril〈a．　This　paper　clarifies　the　relationship　between　the　four

great　reasons　and　Atl§a’s　denial　of　inference．

　　In　the　Satyadvの励α勧η，　Ati§a　denies　the　plurality　of　the　absolute　reality

　（∫）a・rama－rtha）　and　r（蕗ect　the　possibility　of　attaining　the　absolute　through　such

valid　means　of　knowledge　as　direct　perception（pフ．’atyak5a）and　inference

（伽2〃廟～のsince　this　could　imply　that鷺on－Madhyamikas　could　also　attain　the

absolute．　This　might　be　cou頁ted　as　evidence　that　he　is　Prasa丘gika，　but　he　takes　a

contradictory　stand　in　his　description　of　the　four　great　reasons．

　　Ati§a　mentions　autonomous　inference　as　one　of　the　great　reasons　in　the

Bo4肋滋禦ゴψα一加功胸飛δand　furthermore　deals　with　masters　of　Svatantrika　like

　　　　　　　　　　　　　ぞBhavivek：a　and　Santaralくsita　oll　the　same　basis　as　Candra玉く了rti　there。　At捲a　does

not　seems　to　be　aware　of　the　distinction　between　Svatantrika　and　I）rasahgika，　and

14



he　ignores　CandrakTrti’s　objection　against　Bhaviveka．

　　It　should　be　noted　that　according　to　theβo識が鋭4禦⑳β一pa勿’iha一’the　four　great

reasons　are　employed　only　until　one　obtains　certainty　（flis’caya）　before　entering

the　practice　of　non－conceptuality　and　are　not　concerned　directly　with　the　absolute．

　　Therefore，　it　is　not　inconsistent　for　Atiga　to　accept　autonomous　inference　until

obtaining　certainty，　while　denying　that　one　can　attain　the　absolute　itself　by　infer－

ence．　Atiga’s　description　of　the　four　great　reasons，　in　which　he　treats　Bhaviveka

and　Candrakirti　regardless　of　their　attitude　to　autonomous　inference，　shows　his

unawareness　of　the　distinction　between　Svatantrika　and　Prasafigika．

　　It　is　true，　as　is　often　pointed　out，　that　AtiSa　considers　CandrakTrti　as　more

important　than　Bhavivel〈a　in　the　description　of　his　lineage，　the　classification　of

Buddhist　masters　in　the　Ratnahararpofodgha－1　a，　and　so　forth，　but　this　is　not　because

Atiga　is　a　Prasafigika．　Although　the　reason　is　still　unclear，　an　answer　may　be　found

in　the　context　of　the　reevaluation　of　CandrakTrti　that　tool〈　place　in　late　lndian

Buddhism．

An　introduction　to　the　history　of

　　　　　　Chinese　theory　of　arts

　　　　　　　　　　　　　　　　　Bunri　UsAMI

Associate　Professor　of　the　History　of　Chinese　Philosophy

　　　　　　　　　　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　When　we　are　going　to　write　the　history　of　Chinese　theory　of　arts，　we　notice　that

there　are　many　arguments　which　do　not　have　description　although　they　are

required　in　a　modern　viewpoint．

　　In　this　paper，　1　considerate　such　forgotten　problems．　The　first　one　is　a　problem

about　“pleasure”．　Chinese　thinkers　regard　the　sensuous　pleasure　as　being　inferior

to　the　spiritual　pleasure．　So，　when　they　enj　oy　a　work　of　art，　they　“understand”　the

pleasure　as　spirituai　one，　and　disregard　the　sensuous　side　of　the　pleasure．　But　in

Chinese　philosophy，　for　example　in　Mengzi孟子，　in　order　to　prove　that　all　human

beings　iikes　morality，　he　reference　that　‘Cit　is　same　as　we　alHike　the　taste　of　meat”．

It　does　not　become　others　than　that　they　accept　the　universality　of　sensuous

pleasure．　And　in　Huainanzi准南子，　it　says　that　beautiful　women　each　have
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