
阿
含
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
縁
起
の
教
説
を
整
理
し
た
い
と
、
前
か
ら
考
え
て
い
た
。
縁
起
の
教
説
に
関
し
て
の
論
文
は
す
で
に
い
く

つ
も
あ
る
が
、
も
う
少
し
総
合
的
に
整
理
し
な
い
と
い
け
な
い
と
、
ず
っ
と
前
か
ら
思
っ
て
い
た
。
日
本
の
仏
教
研
究
の
草
創
期
に
、
縁

起
に
つ
い
て
の
議
論
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
最
初
の
縁
起
論
争
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
そ
れ
を
も
う
一
度
振
り
返
っ
て
そ
こ
か

ら
整
理
を
始
め
よ
う
と
、
四
、
五
年
前
か
ら
考
え
て
い
て
、
今
年
（
二
○
一
三
年
度
）
の
「
仏
教
学
概
論
」
の
な
か
で
そ
れ
を
と
り
あ
げ

最
終
講
義
と
い
う
こ
と
で
、

論
」
の
補
講
に
し
よ
》
７
と
思
う

た
C

こ
の
稿
は
、
最
終
講
義
「
仏
教
学
研
究
を
ふ
り
か
え
っ
て
」
（
二
○
’
四
年
三
月
四
日
）
の
な
か
で
、
縁
起
説
研
究
に
関
わ
る
と
こ
ろ
を
、
加
筆
修
正

し
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
は
大
谷
学
会
研
究
発
表
会
（
二
○
二
年
一
○
月
一
二
日
）
で
ま
と
め
た
も
の
と
、
さ
ら
に
二
○
一
三
年
度
の
授
業
「
仏
教

学
概
論
」
で
の
講
義
を
も
と
に
し
て
い
る
。
話
し
言
葉
と
論
説
調
の
も
の
が
入
り
交
じ
っ
て
読
み
づ
ら
い
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
お

断
り
し
て
お
ノ
、
。

縁
起
説
研
究
初
期
が
残
し
た
も
の

は
じ
め
に
Ｉ
縁
起
説
問
題
の
要
点

大
学
の
教
員
と
し
て
は
最
後
の
講
義
の
機
会
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
今
年
開
講
し
た
「
仏
教
学
概

害

宮
下

晴

輝

1



少
し
後
の
教
義
学
に
な
る
と
、
こ
の
同
じ
十
二
支
縁
起
が
ま
っ
た
く
別
の
観
点
の
も
と
に
解
釈
さ
れ
て
い
く
。
概
略
だ
け
を
言
お
う
。

こ
の
十
二
項
目
全
体
と
い
う
の
は
も
と
も
と
、
苦
し
み
は
一
体
ど
こ
か
ら
生
ず
る
の
か
と
い
う
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
が
全
然
違
う
受
け
と
め
が
な
さ
れ
た
。
老
病
死
の
苦
し
み
と
い
う
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
に
し
て
も
、
教
義
学
の
言
葉
で
は
「
三

世
両
重
の
因
果
」
と
言
っ
て
、
無
明
と
い
う
過
去
の
煩
悩
と
、
行
と
い
う
過
去
の
業
か
ら
、
識
が
生
じ
て
く
る
と
い
う
。
老
死
か
ら
始
め

る
の
で
は
な
く
、
逆
に
無
明
か
ら
た
ど
り
解
説
し
て
い
く
。

し
か
も
、
識
と
い
う
の
は
母
親
の
胎
内
に
誕
生
し
た
こ
と
を
表
わ
す
、
と
い
う
よ
う
に
読
み
か
え
が
起
こ
っ
て
い
く
。
そ
し
て
現
在
の

生
涯
の
な
か
に
煩
悩
と
業
を
起
こ
し
て
、
や
が
て
ま
た
苦
し
み
の
生
涯
を
繰
り
返
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
と
考
え
る
。
そ
れ
は
十
二

項
目
の
最
後
の
生
と
老
死
を
意
味
す
る
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
過
去
現
在
未
来
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
苦
の
生
涯
を
説
明
す
る
原
理
と
な
る
。
苦
し
み
の
生
涯
を
繰
り
返
し
て

い
く
こ
と
を
輪
廻
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
輪
廻
を
説
明
す
る
原
理
、
形
式
と
し
て
、
こ
の
十
二
支
縁
起
が
解
釈
し
直
さ
れ
て
い
く
わ

け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
を
、
人
間
の
生
理
的
な
事
実
に
当
て
は
め
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
名
色
は
、

胎
内
で
の
胎
児
の
成
長
の
五
段
階
を
表
し
、
六
処
は
六
つ
の
知
覚
機
能
が
そ
ろ
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
っ

た
。
だ
か
ら
そ
れ
は
胎
生
学
的
説
明
で
あ
る
と
も
呼
ば
れ
る
。

縁
起
の
観
察
と
い
う
の
は
、
老
病
死
の
苦
の
因
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
老
病
死
の
苦
し
み
の
因
を
明
ら
か
に
し
、
そ

の
因
と
し
て
観
察
さ
れ
た
内
容
が
、
生
、
有
、
取
と
続
き
、
無
明
に
ま
で
い
た
る
。
こ
の
観
察
内
容
を
説
い
た
も
の
が
、
縁
起
の
教
説
と

い
わ
れ
る
。
そ
の
教
説
に
は
、
種
々
の
形
が
あ
り
、
渇
愛
で
終
わ
る
も
の
や
、
識
で
終
わ
る
も
の
と
か
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
最
も
整
っ

た
も
の
が
、
十
二
支
縁
起
と
い
う
十
二
の
項
目
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。

十
二
支
縁
起
老
死
↓
生
↓
有
↓
取
↓
渇
愛
↓
受
↓
触
↓
六
処
↓
名
色
↓
識
↓
諸
行
↓
無
明
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縁
起
説
研
究
初
期
の
基
本
資
料

い
ま
言
っ
た
問
題
は
、
日
本
の
仏
教
学
研
究
の
草
創
期
に
取
り
上
げ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
恥

縁
起
説
論
争
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
基
本
資
料
と
な
る
も
の
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
解
釈
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
紀
元
前
一
世
紀
く
ら
い
か
ら
に
な
る
が
、
そ
れ
が
や
が
て
大
乗
仏
教
に
も
同
じ
く
受
け

継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
十
二
支
縁
起
と
い
う
も
の
は
、
三
世
両
重
の
因
果
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
こ

う
い
う
ふ
う
に
ず
っ
と
伝
統
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
な
ら
ば
、
教
義
学
に
お
い
て
現
わ
れ
た
こ
の
よ
う
な
十
二
支
縁
起
の
解
釈
に
つ
な
が
る
よ
う
な
考
え
は
、
阿
含
経
典
に
な
か
っ
た

の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
。
阿
含
経
典
の
教
説
の
な
か
に
も
、
い
ま
言
っ
た
よ
う
な
整
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
や
は
り
輪
廻
を

説
明
す
る
よ
う
な
、
輪
廻
的
な
説
明
が
入
り
込
む
縁
起
の
教
説
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
特
に
識
支
は
胎
内
へ
の
誕
生
を
、
生
支
・
老
死
支

は
未
来
の
苦
を
表
わ
す
と
す
る
い
く
つ
か
の
縁
起
の
教
説
が
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
阿
含
経
典
に
は
二
種
類
の
縁
起
説
が
あ
る
と
言

わ
れ
る
。
そ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

ま
た
さ
ら
に
言
え
ば
、
阿
含
経
典
に
二
種
類
の
縁
起
説
が
あ
る
と
す
る
と
、
で
は
ど
う
し
て
そ
の
輪
廻
的
な
説
明
の
ほ
う
だ
け
を
、
後

の
教
義
学
が
引
き
継
ぎ
、
ま
た
そ
れ
を
大
乗
仏
教
が
受
け
容
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
整

理
し
て
改
め
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
私
自
身
思
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

山
木
村
泰
賢
昌
④
巴
（
目
（
）
）
「
原
始
仏
教
思
想
論
』
「
第
二
篇
事
実
的
世
界
観
第
五
章
特
に
十
二
縁
起
論
に
つ
い
て
」
Ｇ
ｇ
）
（
「
木
村
泰
賢
全

集
』
第
三
巻
、
９
．
］
縄
’
四
巴
［
木
村
論
説
１
］

吻
宇
井
伯
寿
昌
縄
臼
目
星
「
十
二
因
縁
の
解
釈
ｌ
縁
起
説
の
意
義
」
お
ぎ
）
（
冒
想
』
調
《
雨
度
哲
学
研
き
第
二
巻
、
呂
昌
‐
畠
）

｜
、
縁
起
説
研
究
初
期
の
問
題
整
理

そ
れ
は
論
争
と
い
う
形
で
表
れ
た
の
で
、

５



木
村
泰
賢
（
一
八
八
一
‐
一
九
三
○
）
、
宇
井
伯
寿
（
一
八
八
二
‐
一
九
六
三
）
、
赤
沼
智
善
（
一
八
八
四
‐
一
九
三
七
）
、
和
辻
哲
郎
（
一
八
八
九
‐

一
九
六
○
）
と
い
う
名
だ
た
る
人
た
ち
で
あ
る
。
木
村
泰
贄
が
一
九
二
一
年
に
『
原
始
仏
教
思
想
論
』
を
書
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
一

九
二
五
年
の
一
月
に
宇
井
伯
寿
と
赤
沼
智
善
が
同
時
に
反
論
を
出
す
。
さ
ら
に
引
き
続
い
て
和
辻
哲
郎
に
よ
る
木
村
泰
賢
に
対
す
る
反
論

が
出
る
。
そ
の
後
、
木
村
泰
贄
は
、
そ
の
反
論
に
対
し
て
再
批
判
を
す
る
。
宇
井
、
赤
沼
、
和
辻
に
対
し
て
、
そ
の
三
人
の
論
文
を
批
評

し
、
批
判
し
、
ま
た
も
う
一
度
自
分
の
説
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ま
た
和
辻
が
再
批
判
を
す
る
。
赤
沼
智
善
は
、
直
接
的
反

論
で
は
な
い
が
、
自
分
の
考
え
を
再
び
論
じ
て
い
る
。

一
九
二
○
年
代
に
行
わ
れ
た
こ
の
議
論
が
、
縁
起
説
論
争
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
ど
れ
も
実
際
読
ん
で
み
る
と
、
と
て
も
迫
力
が
あ
る
。

い
ず
れ
も
、
力
の
入
っ
た
と
て
も
長
い
論
説
で
あ
る
。
ま
た
論
点
を
整
理
す
る
の
も
か
な
り
困
難
で
あ
る
。
今
年
度
、
概
論
で
改
め
て
取

り
上
げ
た
が
、
一
年
間
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
で
九
○
年
余
り
が
経
っ
た
。
こ
の
間
に
こ
の
縁
起
説
論
争
を
取
り
上
げ
て
整
理
し
解
説
し
た
も
の
も
少
な
い
け
れ
ど
も
あ
る
。
し

(8)（7 ⑤
木
村
泰
賢
昌
褐
ご
凸
（
題
）
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
縁
起
説
の
開
展
Ｉ
（
特
に
赤
沼
、
宇
井
、
和
辻
諸
教
授
の
説
を
読
ん
で
）
ｌ
」
命
舎
）
（
「
宗
教
研
き

新
４
巻
１
１
３
号
当
木
村
泰
賢
全
集
』
第
三
巻
、
９
．
患
甲
圭
己
・
［
木
村
論
説
２
］

⑥
和
辻
哲
郎
皀
褐
園
（
圏
）
（
謁
歳
）
「
木
村
泰
賢
氏
の
批
評
に
答
う
」
（
巨
口
）
（
『
思
浬
師
》
「
和
辻
哲
郎
全
集
」
第
五
巻
、
呂
認
雫
留
ｅ
［
和
辻
論
説

仙
和
辻
哲
郎
皀
罵
図
と
（

弓
．
弓
甲
望
色
．
［
和
辻
論
説
１
］

(3）

論
説
1

乙
百

赤
沼
智
善
昌
紹
臼
弓
医
）
「
十
二
因
縁
の
伝
統
的
解
釈
に
就
い
て
」
（
障
こ
二
宗
教
研
き
新
２
巻
１
号
言
原
始
仏
教
之
研
究
』
弓
ミ
甲
お
己
［
赤
沼
６

赤
沼
智
善
昌
＠
＄
（
望
）
『
仏
教
概
論
』
「
第
二
章
縁
起
」
（
講
義
ノ
ー
ト
）
ｇ
巳
（
『
仏
教
教
理
之
研
究
」
ｇ
ｇ
Ｉ
さ
）
［
赤
沼
論
説
２
］

赤
沼
智
姜
日
こ
ぢ
命
巴
『
阿
含
経
講
話
』
（
傷
」
（
冒
始
仏
教
之
研
究
」
ｇ
隠
甲
圏
己
［
赤
沼
論
説
３
］

＄
蹟
司
と
言
勗
）
「
原
始
仏
教
の
縁
起
説
」
つ
ぎ
）
（
冒
想
』
印
、
記
、
田
亜
『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
堂
（
后
閏
巴
（
圏
）
第
二
章
縁
起
説



縁
起
説
論
争
の
従
来
の
整
理

こ
れ
ま
で
、
こ
の
縁
起
説
論
争
と
は
、
縁
起
の
系
列
が
表
わ
す
関
係
と
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
議
論
で
あ
っ
た
と
整
理
さ
れ
て
き
た
。

つ
ま
り
時
間
的
な
順
序
に
よ
る
因
果
関
係
を
表
わ
す
の
か
、
そ
れ
と
も
論
理
的
な
依
存
関
係
、
あ
る
い
は
条
件
付
け
を
表
わ
す
の
か
と
い

う
議
論
が
な
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
整
理
さ
れ
て
き
た
。
簡
略
に
言
え
ば
、
時
間
な
の
か
論
理
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

実
は
こ
う
い
う
議
論
の
ま
と
め
か
た
は
、
木
村
泰
賢
自
身
の
整
理
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
木
村
泰
贄
が
最
初
の
論
説
を
書
い
た
後
に
批

判
を
受
け
て
、
そ
れ
に
対
し
て
再
批
判
を
し
た
と
こ
ろ
で
そ
の
整
理
を
し
て
い
る
。

木
村
泰
賢
は
こ
ん
な
ふ
う
に
整
理
し
て
い
る
。
縁
起
の
系
列
が
時
間
的
順
序
に
因
っ
た
因
果
関
係
で
あ
る
と
す
る
解
釈
、
つ
ま
り
輪
廻

的
な
説
明
の
仕
方
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
な
解
釈
を
支
持
す
る
の
は
、
赤
沼
論
文
で
あ
る
と
。
そ
れ
に
対
し
て
縁
起
の
系
列
が
論
理
的
順

序
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
が
、
宇
井
伯
寿
あ
る
い
は
和
辻
論
文
で
あ
る
と
。
そ
し
て
木
村
自
身
は
、
そ
の
中
間
の
立
場
に

あ
る
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

木
村
泰
賢
の
論
説
と
い
う
の
は
実
は
と
て
も
読
み
や
す
い
。
事
柄
が
よ
く
整
理
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
学
ぶ
べ
き
工
夫
も
た
く
さ
ん

あ
る
。
他
の
三
人
に
較
べ
る
と
と
て
も
わ
か
り
や
す
い
論
説
で
あ
る
と
思
う
。
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
木
村
の
説
明
に
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
７

か
し
改
め
て
一
年
間
付
き
〈

を
ま
ず
話
す
こ
と
に
す
る
。

木
村
を
は
じ
め
と
す
る
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
縁
起
説
論
争
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
の
議
論
の
後
に
再
び
縁
起
説
を
め
ぐ
っ
て
、
舟
橋
一
哉
、
三
枝
充
盧
、

宮
地
廓
慧
に
よ
る
議
論
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
前
者
を
第
一
期
の
論
争
、
後
者
を
第
二
期
の
論
争
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
二
つ
の
論

争
は
、
部
分
的
に
論
点
を
同
じ
く
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
連
続
し
て
問
題
を
継
承
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
後
者
の
議
論
に
は

立
ち
入
ら
ず
、
最
初
の
議
論
の
み
に
注
目
す
る
。
ま
た
こ
こ
で
は
こ
の
最
初
の
議
論
を
、
縁
起
説
研
究
初
期
と
名
づ
け
る
こ
と
に
す
る
が
、
時
に
は
縁

起
説
論
争
と
も
い
う
。

年
間
付
き
合
っ
て
み
る
と
、
そ
の
整
理
の
仕
方
が
十
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
改
め
て
気
付
か
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と



と
言
っ
て
、
中
部
経
典
の
ミ
ロ
富
国
蜀
言
旨
曽
寒
ｓ
Ｂ
ミ
旨
（
巨
室
弱
）
を
そ
の
例
と
し
て
引
く
。
そ
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
断
す
る
。

果
説
に
つ
い
て
、

縁
起
説
研
究
の
基
本
間
題

私
自
身
も
こ
れ
ま
で
は
木
村
の
第
二
の
論
説
通
り
に
理
解
し
て
い
た
。
し
か
し
今
回
改
め
て
木
村
の
最
初
の
論
説
を
読
み
直
し
て
み
る

と
、
木
村
が
も
と
も
と
縁
起
の
系
列
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
㈲

十
二
因
縁
は
、
要
す
る
に
、
無
明
の
根
本
意
欲
を
基
礎
と
し
て
、
識
、
名
色
の
認
識
関
係
か
ら
愛
を
生
ず
る
に
至
る
心
理
的
経
過
を
明
ら
か
に
し
、

以
っ
て
欲
の
創
造
的
結
果
と
し
て
の
有
に
結
び
付
け
よ
う
と
し
た
考
察
法
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
十
二
因
縁
は
必
ず
し
も
時
間
的
順
序
を
追
う
て
の
考
察
で
な
い
こ
と
は
吾
人
の
第
二
に
注
意
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
む
し
ろ
大
部
分

は
同
時
的
依
存
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
［
木
村
論
説
１
、
巳
邑

木
村
の
第
一
論
説
に
よ
れ
ば
、
十
二
支
縁
起
は
時
間
的
順
序
に
よ
る
考
察
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
同
時
的
依
存
関
係
で
あ
る
こ
と
、
つ

ま
り
論
理
的
な
条
件
理
由
の
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
木
村
は
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
阿
含
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
輪
廻
的
な
縁
起
説
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
後
の
教
義
学
の
三
世
両
重
の
因

う
。
だ
か
ら
、
改
め
て
木
村
の
最
初
の
論
説
を
あ
ま
り
熱
心
に
読
ま
な
く
と
も
、
批
判
を
ま
と
め
再
度
自
説
を
展
開
し
て
い
る
木
村
の
第
８

二
論
説
を
読
め
ば
全
体
が
わ
か
る
と
思
っ
て
し
ま
う
。

た
と
え
そ
の
解
釈
は
必
ず
し
も
仏
陀
の
大
精
神
を
得
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
や
は
り
、
そ
の
拠
る
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。

吾
人
の
知
れ
る
限
り
、
古
い
聖
典
中
に
は
縁
起
支
の
全
部
を
挙
げ
て
、
三
世
ま
た
は
三
世
に
配
当
し
て
説
い
た
と
こ
ろ
が
な
い
け
れ
ど
も
、
ま
た
そ
の

萌
芽
と
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
で
も
な
い
。
［
木
村
論
説
１
、
蔦
邑



こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
各
支
の
間
の
相
関
性
と
い
う
こ
と
を
わ
き
に
お
く
な
ら
ば
、
各
支
が
条
件
と
帰
結
の
関
係
を
表
わ
す
も
の
で
あ

り
、
時
間
的
な
因
果
関
係
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
れ
は
、
木
村
の
同
時
的
依
存
関
係
と
い
う
の
と
は
少
し
異
な
る
に
し
て
も
、
時
間
的
で

は
な
く
論
理
的
関
係
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
と
言
え
る
。

ま
た
輪
廻
的
な
説
明
と
し
て
の
縁
起
説
は
「
後
世
の
論
蔵
家
の
考
え
出
し
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
阿
含
経
典
の
教
説

の
中
に
後
世
の
解
釈
が
入
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
「
原
始
的
意
味
」
を
取
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
な

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
仏
陀
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
か
か
る
解
釈
（
有
部
な
ど
の
三
世
両
重
の
因
果
説
）
は
、
仏
陀
の
と
っ
た
極
め
て
通
俗
的
方

面
を
捕
え
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
断
じ
て
そ
の
第
一
義
的
主
張
で
な
い
こ
と
は
、
飽
く
ま
で
も
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
［
木
村
論
説
１
、
蔦
邑

こ
の
よ
う
に
、
輪
廻
的
な
縁
起
説
と
い
う
の
は
、
仏
陀
が
と
っ
た
極
め
て
通
俗
的
な
方
面
で
あ
っ
て
、
断
じ
て
第
一
義
的
主
張
で
は
な

い
、
そ
の
こ
と
を
あ
く
ま
で
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
、
か
な
り
強
い
口
調
で
言
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
十
二
支
縁
起
は
心
理
的
あ

る
い
は
論
理
的
な
依
存
関
係
と
し
て
読
ま
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
の
が
、
木
村
論
説
の
最
初
の
考
え
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
う
す
る
と
、
宇
井
や
和
辻
と
基
本
的
な
立
場
は
異
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

宇
井
は
論
説
の
は
じ
め
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
。

三
世
両
重
の
十
二
因
縁
説
は
原
始
仏
教
の
時
期
に
も
ま
た
根
本
仏
教
の
時
期
に
も
い
は
れ
な
か
っ
た
解
釈
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち

こ
の
解
釈
は
全
く
後
世
の
論
蔵
家
の
考
え
出
し
た
も
の
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。
［
宇
井
、
ｇ
農
や
思
巴

そ
こ
で
宇
井
は
、
阿
含
経
典
の
教
説
の
中
で
も
、
胎
生
学
的
解
釈
が
入
っ
て
い
な
い
縁
起
説
を
よ
り
古
い
も
の
と
見
な
し
、
「
十
二
因

縁
の
表
わ
す
原
始
的
根
本
的
意
味
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
縁
起
の
系
列
の
各
支
の
関
係
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
に
言
う
。

十
二
支
の
一
々
は
決
し
て
原
因
結
果
の
関
係
順
序
で
説
か
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
条
件
と
帰
結
と
の
関
係
を
追
う
て
列
挙
し
た
も
の
と
解
す

べ
き
で
あ
る
。
否
適
切
に
い
え
ば
各
支
は
相
関
的
相
依
的
関
係
に
あ
る
の
を
条
件
を
追
う
て
順
序
を
立
て
て
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。

十
二
支
の
一
々
は

べ
き
で
あ
る
。
否
適

［
宇
井
、
９
．
醤
弔
沼
田

９



三
世
両
重
の
胎
生
学
的
説
明
が
縁
起
説
の
正
意
で
な
い
こ
と
は
、
今
日
で
は
明
白
で
あ
る
が
、
さ
り
と
て
果
た
し
て
論
理
的
依
存
関
係
と
し
て
の
み

全
体
の
系
列
を
考
え
得
る
か
も
、
な
お
研
究
の
余
地
が
あ
る
と
思
う
。
［
赤
沼
論
説
３
，
℃
鴎
巴

赤
沼
は
、
縁
起
説
を
論
理
的
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
た
と
え
ば
有
支
を
業
有
と
す
る
よ
う
に
輪
廻
的
な
解

釈
を
と
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
も
考
え
て
い
る
よ
誇
り
で
あ
る
。

縁
起
説
研
究
初
期
に
お
い
て
は
、
お
お
む
ね
誰
も
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。
阿
含
経
典
の
縁
起
の
教
説
に
は
、
老
病
死
の
苦
の

木
村
は
こ
れ
を
「
仏
陀
の
と
っ
た
き
わ
め
て
通
俗
的
な
も
の
」
と
言
っ
て
い
て
、
両
者
の
間
に
阿
含
の
教
説
に
向
う
態
度
の
異
な
り
が

す
で
に
現
わ
れ
て
い
る
が
、
木
村
と
宇
井
の
両
者
と
も
が
直
面
し
て
い
た
問
題
は
同
じ
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

和
辻
は
、
縁
起
を
論
理
的
関
係
と
し
て
解
釈
す
る
宇
井
の
論
説
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
縁
起
説
と
は
法
と
法
と
の
間
の
根
拠
づ
け
の
関

係
で
あ
る
と
論
じ
、
輪
廻
的
説
明
で
あ
る
伝
統
的
な
解
釈
は
誤
り
と
断
じ
て
い
る
［
和
辻
１
、
巳
邑
。
ま
た
阿
含
経
に
す
で
に
見
ら
れ
る

そ
の
よ
う
な
解
釈
の
傾
向
は
、
存
在
一
般
の
法
を
人
間
的
生
活
に
局
限
し
て
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
［
和
辻
１
、
巳
ち
］
・

赤
沼
も
ま
た
、
有
情
数
縁
起
と
一
切
法
因
縁
生
と
い
う
二
種
の
縁
起
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
説
一
切
有
部
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
用
い
ら
れ
た
区
別
で
あ
り
、
そ
の
意
義
を
十
分
に
確
か
め
な
い
ま
ま
に
議
論
を
進
め
て
い
る
感
が
あ
る
。

ま
た
、
木
村
か
ら
伝
統
説
の
支
持
者
と
言
わ
れ
た
赤
沼
は
、
後
に
は
、
宇
井
の
論
説
を
読
ん
で
反
省
し
て
い
る
。

ど
が
わ
か
る
。

い
く
ら
か
伝
統
的
解
釈
を
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
力
を
入
れ
た
た
め
、
伝
統
的
解
釈
の
支
持
者
の
よ
う
な
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
…

同
月
に
顕
わ
れ
た
宇
井
博
士
の
論
文
を
読
ん
で
、
啓
発
を
受
け
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
自
分
の
所
論
の
不
備
、
殊
に
、
伝
統
的
解
釈
が
経
典
的
根
拠
と
し

て
い
る
も
の
、
そ
の
も
の
に
向
っ
て
の
批
判
が
足
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
気
づ
か
し
め
ら
れ
た
の
で
、
決
し
て
、
い
つ
ま
で
も
伝
統
的
解
釈
の
支
持
者
で

あ
る
訳
は
な
い
の
で
あ
る
。
［
赤
沼
論
説
３
、
忌
誤
］

し
か
し
こ
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。
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論
争
点
は
何
で
あ
っ
た
の
か

い
わ
ゆ
る
顕
著
な
論
争
は
、
木
村
と
宇
井
・
和
辻
と
の
間
に
お
い
て
見
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
時
間
と
か
論
理
と
い
う
縁
起
の
形

式
の
読
み
方
に
食
い
違
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
で
は
、
宇
井
や
和
辻
を
発
憤
さ
せ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

木
村
の
最
初
の
論
説
に
論
争
の
端
緒
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
も
う
一
度
、
最
初
の
論
説
に
ま
で
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
木
村

は
ま
ず
、
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
か
ら
始
め
て
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
を
引
用
し
、
あ
る
い
は
ジ
ャ
イ
ナ
や
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
の
思
想
を
も
取
り
上

げ
る
。
そ
れ
で
何
を
確
か
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
世
界
の
始
ま
り
、
起
源
、
根
源
に
は
意
欲
が
あ
り
、
そ
の
意
欲
が
展
開

し
て
世
界
が
成
立
し
て
い
く
の
だ
と
い
う
。
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
世
界
の
開
展
説
と

か
発
展
説
と
か
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
十
二
支
縁
起
の
無
明
か
ら
始
ま
り
、
行
、
識
、
有
と
い
う
と
こ
ろ
に
き
わ
め

て
類
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。

実
は
、
仏
教
思
想
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
イ
ン
ド
思
想
の
潮
流
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
最
初
に
意
欲

が
あ
る
と
い
う
、
世
界
の
生
成
、
成
立
に
関
す
る
発
展
説
、
そ
う
い
う
イ
ン
ド
思
想
の
大
き
な
潮
流
の
中
に
仏
教
が
あ
る
の
だ
と
い
う
と

ら
え
方
を
す
る
。
仏
教
も
そ
の
中
の
潮
流
の
一
つ
な
の
だ
と
と
ら
え
、
そ
の
上
で
仏
教
の
特
徴
と
は
な
ん
で
あ
る
か
と
、
こ
う
い
う
論
じ

因
を
明
ら
か
に
す
る
縁
起
説
と
、
苦
の
輪
廻
的
説
明
と
し
て
の
縁
起
説
と
い
う
二
種
の
縁
起
説
が
あ
り
、
前
者
は
論
理
的
な
依
存
関
係
の

縁
起
説
で
あ
り
、
後
者
は
時
間
的
な
因
果
関
係
の
縁
起
説
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
種
の
縁
起
説
の
中
で
、
前
者
は
仏
陀
の
説
い
た
第

一
義
的
な
縁
起
説
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
原
始
的
根
本
的
意
味
が
見
い
だ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
。

だ
か
ら
こ
れ
を
縁
起
説
研
究
の
基
本
問
題
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
の
基
本
問
題
は
共
有
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
縁
起
説

を
め
ぐ
っ
て
時
間
か
論
理
か
と
い
う
こ
と
が
論
争
点
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

が
あ
る
と
い
う
、

ら
え
方
を
す
る
。

方
を
し
て
い
く
。
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教
学
の
教
授
に
就
任
す
る
。

そ
し
て
、
識
で
終
わ
る
十
支
縁
起
が
、
さ
ら
に
諸
行
、
無
明
と
十
二
支
ま
で
展
開
し
て
い
く
。
そ
れ
は
こ
の
識
の
背
景
に
、
諸
行
、
無

明
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
、
こ
の
無
明
こ
そ
が
、
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
や
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
言
う
始
ま
り
と
し
て
の
意
欲
を
意
味

す
る
の
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
木
村
は
、
そ
れ
を
「
盲
目
的
な
意
思
」
だ
と
は
っ
き
り
言
っ
て
い
る
。
盲
目
的
な
意
思
あ
る
い
は
意
欲

を
開
始
点
と
し
て
、
や
が
て
有
と
い
う
世
界
の
生
成
が
考
察
さ
れ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
縁
起
観
を
述
べ
て
い
る
。

実
は
こ
う
い
う
木
村
泰
贄
の
発
想
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
哲
学
か
ら
来
て
い
る
。
木
村
の
第
一
論
説
は
一
九
二
一
年
で
あ
り
、

そ
の
十
年
前
の
一
九
一
○
年
に
姉
崎
正
治
が
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
意
思
と
現
識
と
し
て
の
世
界
」
と
い
う
翻
訳
を
出
し
て
い
る
。

姉
崎
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
て
ド
イ
ツ
に
寄
っ
て
帰
っ
て
き
て
い
る
（
一
九
○
○
‐
一
九
○
三
）
。
そ
し
て
一
九
○
四
年
に
東
京
大
学
の
宗

姉
崎
正
治
は
、
パ
ー
リ
語
研
究
の
草
分
け
で
あ
り
、
大
き
い
影
響
を
与
え
て
い
る
。
『
現
身
仏
と
法
身
仏
」
（
’
九
○
四
）
が
あ
り
、

パ
ー
リ
経
典
と
漢
訳
阿
含
経
典
の
対
照
表
（
９
ミ
。
ミ
§
Ｒ
、
一
九
○
八
）
を
出
し
、
一
九
一
○
年
に
は
『
根
本
仏
教
』
を
出
し
て
い
る
。

そ
れ
で
そ
の
仏
教
の
特
徴
と
は
、
心
理
的
あ
る
い
は
認
識
論
的
な
考
察
で
あ
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
十
支
縁
起
説
に
お
い
て
、
名
色
は

識
に
縁
る
、
識
は
名
色
に
縁
る
と
い
う
、
相
互
の
因
果
関
係
が
説
か
れ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
仏
教
の
認
識
論
的
な
考
察
の
特
徴
が
あ

る
と
注
目
し
て
い
る
。

「
木
村
泰
賢
全
集
』
第
三
巻
「
原
始
仏
教
思
想
論
」
（
一
九
六
八
年
刊
）
の
解
説
を
書
い
た
渡
辺
楳
雄
は
、
当
時
の
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

「
木
村
先
生
が
そ
の
『
原
始
仏
教
思
想
論
』
を
草
せ
ら
れ
た
当
時
の
わ
が
国
の
仏
教
学
界
は
、
い
ま
か
ら
思
い
返
す
と
、
近
代
学
術
的
に
は
、
ま
だ

ホ
ン
の
草
分
け
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
に
わ
が
国
は
い
わ
ゆ
る
大
乗
純
界
の
地
で
、
事
実
的
に
行
わ
れ
て
き
た
仏
教
は
と
い
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
大
乗

仏
教
ば
か
り
な
の
で
、
問
題
の
原
始
仏
教
の
研
究
と
い
っ
た
ご
と
き
は
、
ま
ず
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
当
時
学
界
に
公
に
せ
ら
れ
て
い
た

そ
の
種
の
業
績
は
、
き
わ
め
て
少
く
、
と
く
に
単
行
本
と
し
て
は
、
木
村
先
生
に
も
私
に
も
恩
師
で
あ
っ
た
故
姉
崎
正
治
先
生
の
著
『
根
本
仏
教
」
と
、

そ
の
『
根
本
仏
教
』
と
は
大
い
に
つ
な
が
り
の
あ
る
や
は
り
姉
崎
先
生
の
『
現
身
仏
と
法
身
仏
』
と
の
二
冊
が
あ
っ
た
程
度
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
」
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で
は
、
宇
井
は
縁
起
説
を
ど
‐

と
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
宇
井
一

い
て
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

姉
崎
正
治
の
影
響
下
の
も
と
に
、
あ
る
意
味
で
は
、
木
村
泰
賢
も
、
宇
井
伯
寿
も
い
た
し
、
赤
沼
智
善
も
ま
た
姉
崎
正
治
の
仕
事
を
継

続
し
て
い
る
。
み
な
同
じ
研
究
状
況
の
中
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
。

そ
し
て
、
宇
井
や
和
辻
を
憤
ら
せ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
木
村
の
生
命
論
的
、
あ
る
い
は
発
生
論
的
な
縁
起
説
の
解
釈
に
対
し
て

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
言
え
る
。
そ
う
い
う
視
点
で
宇
井
の
論
説
を
読
み
返
す
と
、
や
は
り
そ
こ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
さ
し
く
木
村
の
無
明
解
釈
を
と
り
あ
げ
て
批
判
し
て
い
る
。

宇
井
は
、
ま
ず
無
明
解
釈
の
批
判
を
延
々
と
や
る
。
無
明
と
は
そ
う
い
う
意
欲
と
い
っ
た
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
を
、
何
ペ
ー
ジ
に
も
わ
た
っ
て
論
じ
て
い
る
。
無
明
は
無
知
と
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
消
極
的
な
も
の
で
あ
り
、
意
欲
と
い
う

よ
う
な
活
動
を
起
こ
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。

で
は
何
に
つ
い
て
の
無
知
な
の
か
。
宇
井
は
、
仏
陀
の
根
本
思
想
を
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
、
思
わ
ず
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
し

ま
う
。
無
明
が
消
滅
し
て
仏
陀
と
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
無
知
と
は
仏
陀
の
根
本
思
想
を
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
え
ば
、
論
理
が
循
環

し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
後
で
木
村
か
ら
す
ぐ
に
批
判
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
少
し
同
情
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
木
村
の
無
明
解
釈
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
生
命
論
的
あ
る
い
は
発
生
論
的
な
縁
起
解
釈
と
い
う
こ
と
が
、
宇
井
や

和
辻
に
と
っ
て
の
大
き
な
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
批
判
が
集
中
し
た
の
だ
と
言
っ
て
い
い
と
思
う
。

宇
井
の
縁
起
説
理
解

で
は
、
宇
井
は
縁
起
説
を
ど
ん
な
ふ
う
に
解
釈
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
な
る
。
縁
起
説
の
根
本
趣
意
は
世
界
の
相
依
相
関
を
示
す
こ

で
あ
る
、
と
い
う
の
が
宇
井
論
説
の
結
論
で
あ
る
。
特
に
縁
起
説
を
一
般
的
に
定
式
化
し
た
此
縁
性
（
鳥
冨
。
８
冨
圃
）
の
定
型
句
を
引
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こ
こ
で
宇
井
が
引
く
「
此
縁
性
（
鳥
ｇ
ｏ
８
冒
国
こ
は
、
相
互
依
存
関
係
を
示
す
も
の
で
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
縁
起
説
を
、
相
依
相
関
の
関
係
を
表
わ
す
も
の
と
し
、
世
界
の
な
に
も
の
も
「
独
立
絶
対
の
存
在
で
な
い
こ
と
」
を
示
す
も
の
で

あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
は
、
今
日
で
も
よ
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
当
否
を
別
に
す
れ
ば
、
宇
井
論
説
の
結
論
が
、
今
日
の
縁
起
観
の
一
つ
の

典
型
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。

宇
井
は
、
個
々
の
縁
起
支
を
解
釈
す
る
に
当
た
っ
て
、
そ
れ
ら
の
間
の
相
関
性
を
示
そ
う
と
す
る
。
そ
し
て
ま
さ
し
く
結
論
の
よ
う
に
、

す
べ
て
が
相
関
的
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
各
縁
起
支
の
問
に
た
ず
ね
ら
れ
た
は
ず
の
固
有
の
意
味
連
関
は
消
え
て
し
ま
う
。
宇
井
論

説
の
最
初
に
あ
っ
た
「
十
二
因
縁
の
表
わ
す
原
始
的
根
本
的
意
味
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
図
と
は
別
に
、
相
依
相
関
的
な
縁
起
観

が
は
じ
め
か
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
し
て
十
二
支
中
で
、
行
も
有
も
い
ず
れ
も
い
わ
ゆ
る
世
界
ま
た
は
人
生
と
い
わ
る
る
す
べ
て
を
含
ん
で
表
わ
し
て
い
る
し
、
ま
た
名
色
も
し
く
は

名
色
と
識
と
で
も
同
じ
く
そ
の
す
べ
て
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
十
二
支
に
つ
い
て
す
べ
て
が
相
依
相
関
で
あ
る
と
い
え
ば
、
世
界
の
も
の

は
す
べ
て
相
依
相
関
の
関
係
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
の
は
蓋
し
必
然
的
で
あ
る
。
…
か
く
十
二
因
縁
の
趣
意
は
、
世

界
の
相
依
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
予
は
十
二
因
縁
説
を
相
依
説
と
も
称
す
る
。
［
宇
井
論
説
、
ｇ
日
中
絡
巳

と
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

各
支
は
〔
老
死
と
無
明
を
除
い
て
〕
条
件
で
あ
る
と
と
も
に
被
条
件
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
各
支
は
こ
の
点
で
互
い
に
相
い
予
想
し
合
う

と
い
う
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
予
は
相
関
的
の
語
を
用
い
る
。
…
こ
の
ご
と
く
各
支
が
条
件
と
な
り
被
条
件
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
関

係
を
一
般
的
に
見
て
縁
起
（
冨
胃
８
‐
の
“
日
ｇ
ｇ
ｇ
）
と
称
し
、
ま
た
相
依
性
（
鳥
ｇ
ｏ
８
冨
国
）
と
称
す
る
。
…
甲
支
乙
支
は
互
い
に
他
を
俟
ち
他
に
依
り
、

相
い
資
け
て
生
滅
し
成
立
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
何
れ
も
縁
に
よ
っ
て
あ
る
べ
く
あ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
独
立
絶
対
の
存
在
で
な
い
こ

和
辻
の
論
説

で
は
、
和
辻
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
縁
起
説
を
と
ら
え
た
の
か
。
和
辻
は
、
宇
井
に
賛
同
し
な
が
ら
木
村
を
批
判
す
る
と
い
う
形
を
取
亀
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し
か
し
、
宇
井
の
相
依
相
関
説
を
、
真
っ
向
か
ら
批
判
せ
ず
に
、
や
ん
わ
り
と
退
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

和
辻
自
身
は
、
縁
起
と
い
う
の
は
法
と
法
と
の
間
の
根
拠
づ
け
で
あ
る
と
言
う
。
仏
教
の
法
と
い
う
概
念
に
注
目
し
て
い
る
の
が
、
和

辻
の
特
徴
で
あ
る
。
縁
起
説
の
前
に
、
諸
法
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
仏
教
の
根
本
的
立
場
が
あ
る
と
い
う
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
。

そ
し
て
和
辻
は
、
仏
教
の
法
と
い
う
の
は
範
鳫
で
あ
る
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
範
曉
と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
の
認
識
批
判
に
な
ら
っ

て
用
い
て
い
る
。
し
か
し
仏
教
で
い
う
と
き
の
そ
の
範
嬬
と
は
、
カ
ン
ト
の
よ
う
な
学
問
的
な
知
性
に
対
す
る
批
判
か
ら
く
る
も
の
で
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
仏
教
の
前
に
は
そ
う
い
う
学
問
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
。
だ
か
ら
こ
れ
は
「
日
常
生
活
的
経
験
を
可
能
に
す
る

根
拠
と
し
て
の
範
蠕
」
で
あ
る
と
い
う
。

確
か
に
後
の
教
義
学
の
中
で
は
、
最
高
類
と
し
て
の
五
つ
の
法
と
そ
の
下
位
概
念
の
法
の
包
摂
が
議
論
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
種
差
は

「
法
の
自
性
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
「
自
性
」
が
術
語
と
し
て
用
い
ら
れ
出
し
た
の
は
、
後
二
世
紀
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
の
自
性
の
概
念
に
よ
り
な
が
ら
、
和
辻
は
、
存
在
す
る
も
の
と
存
在
す
る
も
の
の
不
変
の
法
と
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
こ
の

ま
ま
阿
含
の
教
説
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
和
辻
に
よ
る
各
縁
起
支
の
解
釈
に
な
る
と
少
し
理
解
し
難
い
も

の
と
な
る
。

赤
沼
の
論
説

赤
沼
の
最
初
の
論
説
は
、
お
そ
ら
く
、
木
村
に
よ
る
伝
統
的
解
釈
の
取
り
扱
い
へ
の
批
判
か
ら
出
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

赤
沼
は
、
伝
統
的
な
解
釈
の
根
拠
が
阿
含
経
の
教
説
の
中
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
か
、
阿
含
経
に
お
け
る
縁
起
の
教
説
の
ほ
と

ん
ど
す
べ
て
の
形
式
を
網
羅
し
整
理
し
て
い
る
。
し
か
し
、
縁
起
支
の
解
釈
に
な
る
と
、
木
村
の
論
説
に
従
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、

ま
た
伝
統
的
な
解
釈
を
も
ち
だ
す
と
こ
ろ
も
あ
り
、
な
ぜ
か
縁
起
の
形
式
を
す
べ
て
整
理
し
た
こ
と
か
ら
の
立
論
が
見
ら
れ
な
い
。
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木
村
は
、
第
二
論
説
に
お
い
て
、
三
人
を
批
評
し
、
宇
井
や
和
辻
は
論
理
主
義
的
解
釈
で
あ
り
、
赤
沼
は
伝
統
的
解
釈
あ
る
い
は
輪
廻

的
解
釈
で
あ
る
と
整
理
す
る
。
そ
し
て
自
分
は
中
間
的
な
立
場
を
説
い
た
の
だ
と
い
う
。

こ
こ
に
は
、
木
村
の
立
場
の
変
更
が
あ
る
。
木
村
は
、
阿
含
経
典
の
縁
起
観
の
中
に
輪
廻
観
が
最
初
か
ら
含
ま
れ
て
い
て
、
非
常
に
密

接
な
関
係
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
と
、
第
一
論
説
か
ら
大
き
く
立
場
を
変
更
し
て
い
る
。

縁
起
説
の
な
か
に
輪
廻
的
な
説
明
を
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
輪
廻
を
予
想
し
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
い
よ
う

な
教
説
も
ま
た
多
く
存
在
す
る
。
木
村
は
そ
の
こ
と
に
改
め
て
注
意
を
向
け
る
。
た
と
え
ば
阿
羅
漢
に
な
っ
た
こ
と
を
表
わ
す
定
型
句
と

し
て
、
「
生
は
す
で
に
尽
き
た
」
と
い
う
。
そ
れ
は
確
か
に
輪
廻
観
と
い
っ
た
も
の
を
予
想
し
な
け
れ
ば
、
そ
う
い
う
表
現
に
な
ら
な
い
。

あ
る
い
は
「
も
は
や
後
有
は
な
い
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
未
来
の
生
老
死
は
も
は
や
な
い
」
と
も
い
う
。
こ
う
い
う
非
常
に
重
要
な
解
脱

を
表
現
す
る
と
き
に
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
背
景
に
輪
廻
観
と
い
う

も
の
が
も
と
も
と
あ
っ
て
、
縁
起
観
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
い
出
す
。

し
か
も
十
二
支
縁
起
説
が
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
教
義
学
の
な
か
で
は
、
三
世
両
重
の
因
果
と
い
う
完
全
に
輪
廻
的
な
説
明
形
式
に
変
わ
る
。

そ
し
て
大
乗
仏
教
も
そ
れ
を
受
け
継
い
で
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
大
乗
経
典
に
い
た
る
ま
で
三
世
両
重
の
因
果
が
受
け
継
が
れ
て
い
く
と

い
う
こ
と
は
、
こ
こ
に
そ
の
よ
う
な
内
的
必
然
性
が
あ
っ
た
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ま
で
言
う
。
縁
起
観
と
輪
廻
観
が
密
接
な

関
係
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
後
に
、
縁
起
の
輪
廻
的
な
説
明
を
生
み
出
す
た
め
の
内
的
必
然
性
に
な
っ
た
と
言
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
輪
廻
観
の
位
置
づ
け
が
変
わ
っ
て
も
、
縁
起
説
そ
の
も
の
の
解
釈
は
、
第
一
論
説
の
基
本
線
と
は
変
わ
っ
て
い

な
い
。
木
村
自
身
は
、
唯
心
縁
起
（
発
生
論
的
縁
起
の
こ
と
）
と
輪
廻
縁
起
と
を
止
揚
綜
合
し
た
立
場
で
あ
る
と
言
う
が
、
無
明
は
生
の
盲

目
的
肯
定
と
し
て
の
意
志
で
あ
り
、
有
は
世
界
の
開
展
で
あ
る
と
い
っ
て
、
基
本
的
に
は
、
発
生
論
的
な
解
釈
の
ま
ま
で
あ
る
。

木
村
の
第
二
論
説
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こ
の
よ
う
に
木
村
は
、
往
観
と
還
観
と
で
解
釈
に
異
な
り
が
出
て
く
る
こ
と
に
注
意
す
る
。

宇
井
も
ま
た
自
然
的
順
序
（
逆
観
）
と
逆
的
順
序
（
順
観
）
と
い
う
。
そ
し
て
特
に
逆
的
順
序
で
説
か
れ
る
縁
起
説
に
お
い
て
、
た
と

え
ば
識
支
や
名
色
支
が
人
の
托
胎
受
生
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
縁
起
支
が
事
実
的
に
解
釈
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し

縁
起
の
観
察
の
順
序

で
は
ど
ん
な
問
題
が
そ
こ
に
残
さ
れ
た
の
か
。
我
わ
れ
は
そ
こ
か
ら
何
を
汲
み
取
る
べ
き
か
。
木
村
も
宇
井
も
注
意
し
て
い
る
こ
と
が

あ
る
。
そ
れ
は
縁
起
の
観
察
の
順
序
で
あ
る
。

木
村
は
第
一
論
説
で
、
観
察
の
順
序
を
往
観
と
還
観
と
い
う
。
婆
沙
論
で
整
理
さ
れ
た
表
現
に
言
い
換
え
る
な
ら
、
往
観
は
逆
観
、
還

観
は
順
観
に
相
当
す
る
。

以
上
は
、
論
争
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
各
論
者
の
立
場
を
部
分
的
に
切
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
縁
起
説
研
究
初

期
が
取
り
組
ん
だ
も
の
と
い
う
の
は
こ
れ
だ
け
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
論
説
い
ず
れ
に
も
、
ず
い
ぶ
ん
お
も
し
ろ
い
論
点
が
あ

り
、
論
説
の
工
夫
が
あ
り
、
学
ぶ
べ
き
も
の
が
多
く
あ
る
。

往
観
の
方
は
、
与
え
ら
れ
た
事
実
か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
然
る
所
以
の
依
存
条
件
を
見
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
、
：
・
還
観
と
な
れ
ば
、
そ
の
関
係
が

発
生
的
ま
た
は
論
理
的
順
序
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
往
観
通
り
の
規
定
で
説
明
し
得
な
い
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
…
も
ち
ろ
ん
原
始

仏
教
の
精
神
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
重
き
の
あ
っ
た
の
は
、
何
れ
か
と
い
え
ば
往
観
の
方
で
、
還
観
の
方
は
要
す
る
に
そ
の
論
理
的
帰
結
に
過
ぎ
な
か
っ

た
こ
と
は
、
縁
起
に
関
す
る
諸
経
文
の
説
き
方
に
徴
し
て
疑
う
こ
と
が
出
来
ぬ
。
…
還
観
の
方
は
、
少
な
く
も
後
に
至
っ
て
発
生
的
す
な
わ
ち
分
位
的

に
取
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
［
木
村
論
説
１
，
９
ｇ
中
曽
己

二
、
縁
起
説
研
究
初
期
か
ら
学
ぶ
も
の

1ワ
ユ 』



関
心
焦
点
と
量
圏
の
思
想

木
村
も
ま
た
、
第
二
論
説
で
、
宇
井
が
指
摘
し
た
縁
起
支
の
事
実
的
解
釈
を
取
り
あ
げ
る
。
縁
起
説
の
注
釈
経
典
な
ど
は
、
老
死
支
や

生
支
を
生
理
的
事
実
で
説
明
し
て
い
る
。
そ
こ
で
木
村
は
、
原
始
仏
教
の
根
本
関
心
事
あ
る
い
は
関
心
焦
点
か
ら
縁
起
支
の
意
味
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
縁
起
支
の
老
死
は
、
身
体
的
事
実
で
は
な
く
、
苦
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
木
村
は
さ
ら
に
進

め
て
、
老
死
支
が
身
体
的
事
実
で
は
な
く
、
心
理
的
意
味
を
表
わ
す
の
で
あ
る
か
ら
、
生
支
も
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

生
支
と
は
生
へ
の
愛
着
を
表
わ
す
の
で
あ
り
、
渇
愛
や
無
明
へ
と
連
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

縁
起
の
輪
廻
的
説
明
が
見
ら
れ
る
の
は
、
順
観
の
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
順
観
は
、
苦
の
因
の
観
察
を
主
題
と
す

る
逆
観
の
単
な
る
論
理
的
帰
結
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
こ
に
時
間
的
因
果
関
係
に
よ
る
説
明
が
入
り
込
む
余
地
が
あ
る
。

宇
井
は
、
各
縁
起
支
の
解
釈
に
当
た
っ
て
、
輪
廻
的
説
明
が
な
い
注
釈
経
典
（
閨
届
国
司
ｇ
§
鴇
）
を
解
釈
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
た
。

そ
の
経
典
は
逆
観
の
縁
起
説
が
説
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
宇
井
は
、
先
の
よ
う
な
視
点
を
も
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
順
観
で
解

説
を
始
め
て
い
る
。
論
説
の
後
段
で
、
順
観
で
も
論
理
的
に
解
釈
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
の
だ
と
言
う
が
、
縁
起
説
の
主
題
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
減
退
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
相
依
相
関
説
が
出
て
く
る
一
因
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

て
つ
華
さ
の
よ
垂
っ
に
一
言
』
う
。

こ
の
ご
と
く
一
度
事
実
に
当
て
て
説
き
解
釈
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
各
支
は
す
べ
て
原
因
結
果
の
関
係
で
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
せ
ら
る
る

こ
と
に
な
り
、
か
く
し
て
こ
の
一
段
を
終
る
と
、
次
に
は
必
然
的
に
十
二
因
縁
が
輪
廻
の
進
程
を
示
す
も
の
と
解
せ
ら
る
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
・
・
こ

の
ご
と
く
に
考
え
て
く
る
と
十
二
因
縁
説
が
輪
廻
的
に
解
釈
せ
ら
る
る
に
至
っ
た
の
は
、
確
か
に
識
・
名
色
を
胎
児
の
上
で
説
く
こ
と
が
基
礎
と
な
っ

た
も
の
で
あ
る
。
［
宇
井
論
説
、
ｇ
巴
？
筐
凸
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こ
の
よ
う
に
論
定
す
る
た
め
に
、
木
村
は
、
阿
含
経
典
に
あ
る
輪
廻
観
を
予
想
す
る
多
く
の
経
言
を
引
い
て
い
る
。
し
か
し
、
厳
密
に

言
え
ば
、
関
心
焦
点
あ
る
い
は
根
本
関
心
事
そ
の
も
の
の
う
ち
に
輪
廻
観
が
予
想
さ
れ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
関
心
焦
点
の
う
ち

に
、
輪
廻
観
の
形
式
と
し
て
縁
起
説
が
展
開
す
る
「
内
的
必
然
性
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
ア
ビ
ダ
ル
マ
教
義
学
や
大
乗
経
典
へ
と
輪
廻
的
な
縁
起
説
が
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
実
は
一
面

の
事
実
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
縁
起
説
研
究
初
期
に
お
い
て
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
教
義
学
や
大
乗
仏
教
の
縁
起
説
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
か
が
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
教
義
学
や
大
乗
仏
教
は
、
三
世
両
重
の
因
果
と
し
て
の
縁
起
説
と
は
異
な
っ
た
、
彼
ら
木

村
や
宇
井
た
ち
が
ま
っ
た
く
ふ
れ
て
い
な
い
縁
起
観
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
木
村
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
、
関

心
焦
点
か
ら
す
る
縁
起
観
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
縁
起
観
の
一
端
は
、
赤
沼
論
説
の
「
一
切
法
因
縁
生
」
に
相
当
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
し
か
し
赤
沼
自
身
が
そ
の
意
義
を
十
分
に
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

木
村
は
、
こ
の
よ
う
に
縁
栢

の
実
際
は
、
事
実
的
説
明
や
垂

そ
こ
で
そ
の
根
本
関
心
事
と
、

れ
て
き
た
も
の
だ
と
考
え
る
。

。
．
↑
い
ふ
］

根
本
関
心
事
か
ら
す
れ
ば
必
ず
し
も
三
世
輪
廻
を
説
明
す
る
の
が
縁
起
観
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
量
圏
思
想
内
に
は
す
で
に
初
め

よ
り
そ
の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
た
。
［
木
村
論
説
２
、
艮
昌

そ
し
て
木
村
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
言
う
。

十
二
縁
起
と
い
え
ば
、
遂
に
輪
廻
観
の
形
式
と
し
て
大
乗
経
典
に
ま
で
持
ち
越
さ
れ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
由
来
す
る
源
も
遠
く
、
流
れ
の
末
も

遙
か
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
至
る
内
的
必
然
性
の
あ
っ
た
も
の
と
見
ね
ば
、
こ
の
歴
史
的
現
象
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
い
と
思
う
。
［
木
村
論
説
２
、

こ
の
よ
う
に
縁
起
説
を
心
理
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
、
関
心
焦
点
か
ら
す
る
縁
起
観
の
原
意
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
教
説

事
実
的
説
明
や
輪
廻
的
説
明
が
な
さ
れ
て
い
て
、
根
本
関
心
の
立
場
か
ら
の
み
で
は
解
釈
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
。

う
ん
け
ん

根
本
関
心
事
と
、
そ
の
周
り
に
あ
る
思
想
を
量
圏
と
い
っ
て
区
別
し
、
輪
廻
的
説
明
な
ど
は
量
圏
に
あ
っ
た
思
想
が
あ
ら
わ
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諸
法
の
現
観

そ
こ
で
、
縁
起
説
研
究
初
期
の
議
論
か
ら
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
輪
廻
的
縁
起
説
に
つ
い
て
は
、
研
究
初
期
に
お
い

て
あ
る
程
度
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
、
関
心
焦
点
的
言
説
に
よ
る
縁
起
説
が
、
後
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
教
義
学
や
大
乗
仏
教
に
お
い
て
ど
の
よ

う
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ア
ビ
ダ
ル
マ
教
義
学
が
阿
含
経
の
教
説
を
ど
の
よ
う
に
受
け
継
い
で
い
っ
た
の
か
を
示
す
重
要
な
教
義
概
念
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
現

観
」
（
号
巨
、
四
日
幽
冨
）
で
あ
る
。
阿
含
経
の
縁
起
の
教
説
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

比
丘
た
ち
よ
、
そ
の
私
に
、
如
理
作
意
に
も
と
づ
く
薑
に
よ
る
現
観
（
煙
言
鬮
目
陣
冒
）
が
生
じ
た
。
生
が
あ
る
と
き
老
死
が
あ
り
、
生
に
縁
っ
て
老
死

が
あ
る
、
と
。
（
閨
届
田
言
曾
買
只
只
曽
届
や
Ｓ
ｂ
冒
篁
昏
香
§
員
９
§
壜
冒
薑
包

そ
し
て
各
縁
起
支
の
観
察
の
た
び
に
「
現
観
が
生
じ
た
」
と
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
縁
起
の
観
察
そ
の
こ
と
を
現
観
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
こ
の
縁
起
の
観
察
で
あ
る
現
観
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
事
態
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
説
か
れ

木
村
が
第
二
論
説
に
お
い
て
拾
い
上
げ
た
輪
廻
的
言
説
に
よ
る
経
言
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
輪
廻
的
解
釈
は
す
べ
て
後
世
の
論
蔵

家
に
よ
る
解
釈
と
す
る
宇
井
説
も
、
あ
る
い
は
誤
り
だ
と
す
る
和
辻
説
を
も
し
り
ぞ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
関
心
焦
点
に

よ
る
心
理
論
的
解
釈
と
輪
廻
的
解
釈
と
の
止
揚
綜
合
が
縁
起
観
の
真
の
理
解
に
つ
な
が
る
と
い
う
木
村
の
説
も
受
け
容
れ
が
た
い
。
こ
の

二
つ
の
解
釈
を
綜
合
す
る
の
で
は
な
く
、
関
心
焦
点
的
言
説
と
輪
廻
的
言
説
と
に
よ
る
二
種
の
教
説
が
並
行
し
て
あ
る
と
い
う
確
認
で
と

ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
文
献
批
評
上
の
事
実
に
あ
っ
て
い
る
。

て
い
つ
勾
伶

「
こ
れ
が
生
起
で
あ
る
。
こ
れ
が
生
起
で
あ
る
」
と
、
比
丘
た
ち
よ
、
私
に
い
ま
だ
聞
い
た
こ
と
の
な
い
諸
法
（
Ｅ
ｇ
の
自
画
口
匡
の
、
具
の
⑳
屋
号
鯉
日
日
の
の
巳
に

つ
い
て
の
眼
が
生
じ
（
８
房
自
白
且
四
目
ｇ
、
智
が
生
じ
（
圖
口
四
日
目
四
目
＆
、
慧
が
生
じ
言
呂
圖
巨
眉
営
）
、
明
が
生
じ
（
ぐ
旨
巨
眉
昌
）
、
光
が
生
じ
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諸
法
の
言
説
と
業
報
の
言
説

げ
ん
せ
つ

こ
の
よ
う
に
、
薑
に
よ
っ
て
現
観
さ
れ
た
諸
法
を
説
い
て
い
る
縁
起
説
を
、
「
諸
法
の
言
説
（
§
ミ
ミ
画
‐
き
計
）
に
よ
る
縁
起
説
」
と
呼

ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
身
体
的
事
実
を
意
味
す
る
だ
け
の
生
や
老
死
を
説
く
も
の
、
あ
る
い
は
未
来
の
生
老
死
の
生
起
や
消
滅

を
説
く
い
わ
ゆ
る
輪
廻
的
な
縁
起
説
を
、
「
業
報
の
言
説
念
ミ
ミ
：
ミ
言
）
に
よ
る
縁
起
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

げ
ん
せ
つ

阿
含
経
中
に
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
二
つ
の
言
説
に
よ
る
縁
起
説
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
言
説
に
よ
る
縁
起
説
は
、
ど
ち
ら

も
等
し
く
苦
の
消
滅
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
仏
陀
釈
尊
の
菩
提
を
語
る
（
き
き
悪
貝
言
）
縁
起
説
は
、
明
ら
か
に
諸
法
の
言
説
に
よ
っ
て

い
る
。
そ
れ
が
縁
起
説
の
基
本
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
「
生
は
尽
き
た
」
と
い
う
句
の
よ
う
に
、
業
報
の
言
説
に
よ
っ
て
も
苦
の
消
滅

た
芭
○
言
巨
呂
冨
ｇ
ｏ
「
こ
れ
が
消
滅
で
あ
る
。
こ
れ
が
消
滅
で
あ
る
」
と
、
比
丘
た
ち
よ
、
私
に
い
ま
だ
聞
い
た
こ
と
の
な
い
諸
法
に
つ
い
て
の
眼
が

生
じ
、
智
が
生
じ
、
菫
が
生
じ
、
明
が
生
じ
、
光
が
生
じ
た
。
（
習
届
囲
三
掴
唱
員
具
閨
届
や
ら
ｂ
ｚ
辰
ミ
ミ
ｇ
Ｑ
昌
曽
曽
言
ミ
ロ
）

流
転
門
の
逆
観
と
順
観
が
説
か
れ
た
最
後
と
、
還
滅
門
の
逆
観
と
順
観
が
説
か
れ
た
最
後
に
説
か
れ
て
い
る
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

眼
・
智
・
篝
・
明
・
光
が
生
じ
た
と
い
っ
て
、
諸
法
が
明
ら
か
に
観
察
さ
れ
た
こ
と
、
現
観
さ
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
こ
で
現
観
さ
れ
た
諸
法
と
は
、
老
死
か
ら
無
明
に
い
た
る
各
縁
起
支
を
指
し
て
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
縁
起
の
観

察
と
は
諸
法
の
現
観
な
の
で
あ
り
、
縁
起
の
教
説
と
は
芸
に
よ
っ
て
現
観
さ
れ
た
諸
法
が
説
か
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
慧
と
は
、
眼
・
智
・
薑
・
明
・
光
が
生
じ
た
と
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
常
の
知
性
で
は
な
い
。
だ
か
ら
ま
た
「
い
ま
だ
聞
い

た
こ
と
の
な
い
諸
法
」
に
つ
い
て
の
眼
・
智
・
言
・
明
・
光
が
生
じ
た
と
説
か
れ
て
い
る
。

ま
た
こ
の
眼
・
智
・
慧
・
明
・
光
が
生
じ
た
と
い
う
語
句
は
、
四
聖
諦
の
教
説
中
で
も
、
い
わ
ゆ
る
三
転
十
二
行
相
の
一
々
に
つ
い
て

繰
り
返
し
説
か
れ
て
い
る
。
四
聖
諦
と
は
、
諸
法
を
苦
集
滅
道
と
い
う
四
つ
の
観
点
か
ら
整
理
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
四

諦
の
現
観
と
は
諸
法
の
現
観
で
も
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

21



そ
れ
は
い
つ
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
釈
尊
自
身
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
と
い

う
境
涯
か
ら
の
解
放
、
あ
る
い
は
輪
廻
の
終
極
と
い
っ
た
業
報
の
言
説
そ
の
も
の
に
よ
る
教
説
は
、
そ
の
時
代
の
言
説
世
界
に
お
け
る
迫

真
性
に
適
合
し
た
表
現
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
や
が
て
す
ぐ
に
も
縁
起
説
が
業
報
の
言
説
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
阿
含
経
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
つ
の
言
説
に
よ
る
縁
起
説
が
隣
り
合
わ
せ
で
接
す
る
よ
う
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で

美
ご
卜
小
記
八
ノ
○

観
察
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

説
一
切
有
部
の
教
義
学

有
部
の
教
義
学
の
中
心
を
な
す
も
の
の
一
つ
は
、
諦
現
観
（
の
ｍ
ご
“
‐
号
言
の
四
日
煙
冒
）
で
あ
る
。
有
部
の
教
義
学
は
、
大
別
し
て
、
諸
法
の

性
格
規
定
に
よ
る
分
析
整
理
と
、
苦
の
消
滅
に
導
く
修
道
論
と
の
二
つ
か
ら
な
る
。
そ
し
て
そ
の
両
者
を
結
び
つ
け
る
も
の
が
諦
現
観
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
諸
法
の
性
格
規
定
は
慧
言
旦
園
）
に
よ
る
観
察
に
も
と
づ
き
、
ま
た
修
道
に
お
け
る
煩
悩
の
消
滅
も
善

に
よ
る
観
察
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
諸
法
の
性
格
規
定
も
煩
悩
の
消
滅
も
、
同
じ
篝
の
は
た
ら
き
で
あ
る
諦
現
観
す
な
わ
ち
諸
法
の

し
た
が
っ
て
有
部
の
教
義
学
の
基
本
は
、
阿
含
経
の
縁
起
の
教
説
に
お
け
る
諸
法
の
現
観
を
伝
統
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
ま
さ
し
く
仏
陀
に
よ
っ
て
現
観
さ
れ
た
諸
法
の
整
理
分
析
が
、
教
義
学
の
中
心
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
教
義
学
を
通
し
て
、

諸
法
相
互
の
関
係
が
確
認
さ
れ
、
諸
法
の
精
密
な
組
織
体
系
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
諸
法
が
生
起
す
る
種
々
の
因
果
関
係
が

議
論
さ
れ
、
苦
の
生
起
消
滅
が
諸
法
の
生
起
消
滅
の
因
果
関
係
の
中
で
説
き
明
か
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
阿
含
経
か
ら
伝
統
さ

れ
た
十
二
支
縁
起
説
に
よ
ら
な
く
と
も
、
苦
の
生
起
消
滅
と
い
う
苦
の
縁
起
が
諸
法
の
生
起
消
滅
に
よ
っ
て
説
き
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

で
あ
る
解
脱
が
語
ら
れ
て
き
た
。

先
に
○

ワワ
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『
婆
沙
論
』
は
、
阿
含
経
に
説
か
れ
る
縁
起
説
を
有
情
数
縁
起
と
い
い
、
そ
れ
は
不
了
義
で
あ
り
、
世
俗
の
縁
起
説
で
あ
る
と
し
、
そ

れ
に
対
し
『
品
類
足
論
』
で
い
わ
れ
る
縁
起
説
を
有
情
数
非
有
情
数
縁
起
と
い
い
、
そ
れ
は
了
義
で
あ
り
、
勝
義
の
縁
起
説
で
あ
る
と
い

う
。
そ
し
て
有
情
数
縁
起
と
さ
れ
た
十
二
支
縁
起
説
は
、
徹
底
し
て
胎
生
学
的
に
読
み
か
え
ら
れ
、
惑
業
苦
を
反
復
す
る
三
世
両
重
の
因

果
説
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

赤
沼
論
説
に
は
、
一
切
法
因
縁
生
と
有
情
数
縁
起
と
い
う
二
種
の
縁
起
説
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
切
法
因
縁
生
と
い
う

の
は
、
『
品
類
足
論
」
の
一
切
有
為
法
の
こ
と
か
、
あ
る
い
は
「
婆
沙
論
」
の
有
情
数
非
有
情
数
縁
起
を
、
赤
沼
が
言
い
換
え
た
も
の
で

辛
め
つ
ゎ
○

有
部
の
教
義
学
は
、
新
た
な
縁
起
観
を
も
つ
ま
で
に
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
阿
含
経
に
お
け
る
諸
法
の
言
説
に
よ
る
縁
起
説

か
ら
の
展
開
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
有
部
は
、
阿
含
経
に
説
か
れ
る
縁
起
の
教
説
を
す
べ
て
「
有
情
数
縁
起
」
と
呼
び
、
自
ら

が
新
た
に
見
い
だ
し
た
縁
起
を
「
有
情
数
非
有
情
数
縁
起
」
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
縁
起
観
の
命
名
は
『
婆
沙
論
』
に
は
じ
め
て
現
わ
れ
る
。
『
婆
沙
論
」
は
、
こ
の
新
た
な
縁
起
観
の
は
じ
ま
り
を
「
品
類

足
論
』
の
こ
の
よ
う
な
言
葉
に
置
い
て
い
る
。

縁
起
と
は
何
か
。
一
切
の
有
為
法
で
あ
る
。

耳
目
ご
画
の
、
日
匡
日
且
農
園
国
日
昌
の
閏
く
の
租
日
農
同
国
目
閏
日
日
宮
（
「
品
類
足
論
」
号
思
慮
ご
胃
今
、
堂
○
届
と
ゞ
望
蟹
鴎
‐
匡
芋
風
シ
【
厚
屋
路
）

こ
の
よ
う
な
定
義
の
仕
方
は
、
阿
含
経
か
ら
教
義
学
に
い
た
る
ま
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
本
質
定
義
で
は

な
く
、
そ
の
概
念
に
当
て
は
ま
る
法
を
例
示
す
る
こ
と
に
よ
る
外
延
的
定
義
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
言
葉
の
つ
ぎ
に
、
「
縁
起
に
あ
ら
ざ

る
も
の
は
何
か
。
無
為
法
で
あ
る
」
と
続
く
。
こ
こ
で
、
苦
の
生
起
も
含
め
た
一
切
の
有
為
法
の
生
起
を
、
縁
起
と
い
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
諸
法
の
生
起
が
縁
起
と
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
有
部
の
教
義
学
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
た
新
た
な
縁
起
観
で

諸
法
の
生
起
と
い
う
縁
起
観

r)つ

ぬ、



あ
ろ
う
。
有
部
は
、
阿
含
経
の
縁
起
の
教
説
を
す
べ
て
有
情
数
縁
起
で
あ
る
と
み
な
す
の
で
あ
る
か
ら
、
赤
沼
が
試
み
た
よ
う
に
、
阿
含

経
の
教
説
の
中
に
一
切
法
因
縁
生
の
縁
起
説
を
見
い
だ
す
こ
と
は
そ
も
そ
も
で
き
な
い
し
、
し
か
も
有
情
数
非
有
情
数
縁
起
は
有
部
の
教

義
学
に
お
い
て
は
じ
め
て
命
名
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

説
一
切
有
部
の
教
義
学
が
果
た
し
た
最
大
の
業
績
と
い
う
の
は
、
新
た
な
縁
起
観
を
も
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
・

有
部
は
、
阿
含
経
典
に
説
か
れ
て
い
た
諸
法
の
言
説
に
よ
る
縁
起
説
を
、
新
た
な
縁
起
観
の
な
か
で
で
あ
る
が
、
有
情
数
非
有
情
数
縁
起

と
い
う
縁
起
観
の
も
と
に
引
き
継
い
で
い
る
。
も
う
一
方
の
業
報
の
言
説
に
よ
る
縁
起
説
を
、
こ
れ
は
も
っ
と
徹
底
し
て
す
べ
て
の
項
目

を
人
間
の
身
体
的
な
事
実
に
当
て
は
め
三
世
両
重
の
因
果
説
と
し
て
引
き
継
い
で
い
っ
た
。
だ
か
ら
こ
の
説
一
切
有
部
の
中
に
も
、
二
種

の
縁
起
説
が
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
乗
仏
教
に
引
き
継
が
れ
た
縁
起
説

説
一
切
有
部
に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
た
二
つ
の
縁
起
説
は
、
そ
の
ま
ま
大
乗
仏
教
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
大
乗
仏
教

も
三
世
両
重
の
因
果
説
に
よ
る
十
二
支
縁
起
説
を
説
く
が
、
そ
れ
だ
け
が
大
乗
仏
教
の
縁
起
説
な
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
業
報
の
言
説
に

よ
る
縁
起
説
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
諸
法
の
言
説
に
よ
る
縁
起
説
も
、
大
乗
仏
教
は
受
け
継
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
観
点
が
、
縁
起
説
研
究
初
期
に
は
見
逃
さ
れ
て
い
た
。

龍
樹
の
縁
起
説
は
、
有
部
の
教
義
学
の
成
果
を
受
け
て
展
開
し
て
い
る
。
有
部
の
諸
法
の
言
説
に
よ
る
縁
起
は
、
諸
法
の
生
起
と
い
う

縁
起
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
龍
樹
に
お
い
て
は
、
『
中
論
」
の
冒
頭
に
あ
る
よ
う
に
、
不
生
不
滅
の
縁
起
と
と
ら
え
か
え
さ
れ
て
い
る
。
龍

樹
は
、
『
般
若
経
」
の
教
説
に
し
た
が
っ
て
、
無
自
性
空
と
い
う
観
点
か
ら
諸
法
の
生
起
を
と
ら
え
る
。
だ
か
ら
、
不
生
不
滅
の
縁
起
と

い
う
。
有
部
の
教
義
学
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
龍
樹
の
こ
の
よ
う
な
縁
起
観
も
成
り
立
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
阿
含
経
の

十
二
支
縁
起
説
か
ら
直
接
に
不
生
不
滅
の
縁
起
と
い
う
縁
起
観
は
出
て
こ
な
い
。
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縁
起
説
研
究
初
期
は
、
基
本
的
に
は
阿
含
経
典
の
縁
起
説
を
問
題
に
し
て
い
る
が
、
誰
も
が
な
ん
ら
か
の
形
で
、
大
乗
仏
教
ま
で
も
射

程
に
入
れ
て
い
た
。
後
の
展
開
へ
の
連
関
を
も
課
題
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
阿
含
経
の
縁
起
説
は
、
諸
法
の
言

説
と
業
報
の
言
説
と
い
う
、
二
種
の
言
説
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
と
考
え
て
み
た
。
そ
し
て
こ
の
二
種
の
言
説
が
、
有
部
の
教
義
学
、

龍
樹
、
無
著
世
親
の
思
想
に
ま
で
、
大
き
な
変
容
を
被
り
な
が
ら
も
、
一
貫
し
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
よ
う
に
思
う
。

言
説
の
異
な
り
を
も
ち
だ
す
と
い
う
の
は
、
も
と
よ
り
解
釈
の
一
つ
の
工
夫
に
す
ぎ
な
い
。
他
に
も
っ
と
す
ぐ
れ
た
工
夫
が
あ
っ
て
い

そ
し
て
『
中
論
』
の
第
二
十
六
章
で
は
、
三
世
両
重
の
因
果
説
と
し
て
の
十
二
支
縁
起
を
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
が
龍
樹
に
と
っ
て
の
業

報
の
言
説
に
よ
る
縁
起
説
で
あ
る
。
こ
れ
も
阿
含
の
教
説
の
ま
ま
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
有
部
の
有
情
数
縁
起
と
し
て
の
三
世
両
重
の
因

果
に
よ
る
十
二
支
縁
起
説
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
龍
樹
に
お
い
て
も
、
二
つ
の
縁
起
説
と
い
う
の
が
あ
る
。

さ
ら
に
『
般
若
経
」
の
思
想
を
受
け
て
、
龍
樹
の
後
に
、
無
著
世
親
の
唯
識
思
想
が
現
わ
れ
る
。
こ
の
唯
識
思
想
は
、
『
般
若
経
』
の

「
す
べ
て
の
諸
法
は
分
別
で
あ
る
」
と
い
う
教
説
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
分
別
の
生
起
を
、
識
の
生
起
と
と
ら
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
伝
統
教
学
に
お
け
る
縁
起
観
の
う
え
に
思
想
的
基
礎
を
お
い
て
い
る
。

無
著
の
「
摂
大
乗
論
」
に
は
、
大
乗
に
お
け
る
極
細
甚
深
の
縁
起
と
し
て
、
「
分
別
自
性
縁
起
」
（
鋤
ご
§
言
冒
‐
ご
き
侭
曽
自
性
を
区
別
す
る

縁
起
）
と
「
分
別
愛
非
愛
縁
起
」
雰
冨
易
冒
‐
ど
き
曾
習
愛
非
愛
を
区
別
す
る
縁
起
）
と
い
う
二
つ
の
縁
起
が
説
か
れ
て
い
る
。
（
震
大
乗
論
」

匡
巴
分
別
自
性
縁
起
と
は
、
ア
ー
ラ
ャ
識
を
因
と
す
る
諸
法
の
生
起
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
名
言
重
習
と
我
見
重
習
に
も
と
づ
い
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
諸
法
の
言
説
に
よ
る
縁
起
で
あ
る
。
分
別
愛
非
愛
縁
起
と
は
、
十
二
支
縁
起
で
あ
り
、
有
支
稟
習
に
も
と
づ

い
て
い
る
。
こ
れ
は
業
報
の
言
説
に
よ
る
縁
起
で
あ
る
。
こ
の
よ
謡
７
に
唯
識
思
想
に
も
、
二
種
の
縁
起
説
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ

う
（
〕
○

お
わ
り
に
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さ
ま
ざ
ま
な
機
縁
の
中
で
、
幸
い
に
も
私
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
、
『
倶
舎
論
』
の
研
究
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
て

だ
さ
っ
た
大
谷
大
学
な
ら
び
に
有
縁
の
方
々
に
、
甚
深
の
謝
意
を
表
し
た
い
。

改
め
て
思
っ
た
し
だ
い
で
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
機
縁
の
中
で
、
一

い
と
思
う
。
た
だ
今
回
は
、
こ
の
工
夫
に
よ
っ
て
、
阿
含
の
教
説
と
有
部
の
教
義
学
と
の
連
関
が
よ
り
明
ら
か
に
で
き
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。
こ
の
有
部
の
教
義
学
を
よ
り
よ
く
評
価
す
る
こ
と
は
、
阿
含
経
や
大
乗
仏
教
の
研
究
に
お
い
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
、
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