
最
終
講
義
を
始
め
る
に
際
し
て
、
二
人
の
恩
師
に
お
礼
の
言
葉
を
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
先
ず
櫻
部
建
先
生
に
お
礼
を
申
し
上

げ
ま
す
。
大
乗
の
諭
書
を
理
解
す
る
た
め
に
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
研
究
が
不
可
欠
で
あ
る
事
は
山
口
益
先
生
の
常
に
言
わ
れ
た
こ
と
で
す
。
一

九
七
五
年
に
博
士
課
程
に
入
学
し
た
頃
、
私
は
唯
識
論
書
に
説
か
れ
る
琉
伽
行
の
思
想
を
研
究
課
題
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
山
口
先

生
の
お
言
葉
を
思
い
出
し
、
『
倶
舎
論
」
第
六
章
「
賢
聖
品
」
に
説
か
れ
る
修
道
論
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
し
た
。
そ
れ

で
櫻
部
先
生
に
私
の
考
え
を
申
し
上
げ
て
、
勉
強
会
を
開
い
て
い
た
だ
く
こ
と
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
先
生
は
そ
う
い
う
私
の
極
め
て
個

人
的
な
願
い
を
「
あ
な
た
の
勉
強
の
た
め
に
な
る
の
な
ら
」
と
快
く
了
解
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
数
名
の
友
人
を
誘
っ
て
先
生

の
研
究
室
で
『
倶
舎
論
』
を
読
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
輪
読
会
が
始
ま
り
ま
し
た
。
先
生
に
は
大
谷
大
学
の
倶
舎
学

の
伝
統
を
継
続
さ
せ
た
い
と
の
お
気
持
ち
が
強
く
、
そ
れ
で
私
の
よ
う
な
者
に
殊
の
外
の
愛
情
を
注
い
で
下
さ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

視
力
が
衰
え
て
輪
読
会
に
来
ら
れ
な
く
な
っ
て
か
ら
は
、
「
あ
な
た
と
お
話
し
が
し
た
く
な
っ
た
の
で
」
と
い
っ
て
愛
知
県
か
ら
突
然
出

て
こ
ら
れ
て
研
究
室
で
お
話
し
を
う
か
が
っ
た
こ
と
が
何
度
か
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
折
々
に
自
分
の
勉
強
の
進
捗
状
況
を
お
話
し
す
る
と
、
１

染
汚
意
と
意
根

我
執
の
根
深
さ
の
根
拠
Ｉ

は
じ
め
に

小

谷
信
千
代



い
つ
も
「
あ
な
た
は
勉
強
家
だ
か
ら
」
と
お
誉
め
の
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
生
来
愚
鈍
で
あ
る
私
は
、
先
生
の
お
誉
め
の
言
葉
が
何

よ
り
も
有
り
難
く
、
そ
の
よ
う
に
し
て
忠
い
や
っ
て
下
さ
る
お
心
に
何
と
か
お
答
え
し
な
け
れ
ば
と
努
力
を
し
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

先
生
と
の
共
著
で
「
倶
舎
論
」
賢
聖
品
の
訳
を
出
せ
た
こ
と
を
非
常
に
喜
ん
で
下
さ
い
ま
し
た
。
万
分
の
一
の
ご
恩
返
し
に
な
れ
ば
と
思

い
非
力
を
顧
み
ず
に
し
た
こ
と
で
す
が
、
先
生
の
喜
こ
ん
で
下
さ
る
お
顔
を
見
て
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
先
生
の
ご
指
導
が
な
け
れ

ば
今
日
最
終
講
義
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
何
よ
り
も
先
ず
櫻
部
先
生
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

次
に
ツ
ル
テ
ィ
ム
・
ケ
サ
ン
師
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
師
は
私
に
と
っ
て
は
最
善
の
友
人
で
あ
り
師
で
も
あ
り
ま
す
。
友
人
と
し

て
は
人
生
の
色
々
な
局
面
で
相
談
に
の
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
師
と
し
て
は
、
古
典
チ
ベ
ッ
ト
語
は
も
と
よ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
の
倶
舎
学

や
唯
識
学
を
初
め
、
仏
教
学
全
般
に
わ
た
る
該
博
な
知
識
を
駆
使
し
て
指
導
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
大
学
を
お
辞
め
に
な
っ
た
櫻
部
先

生
に
再
度
輪
読
会
を
始
め
て
い
た
だ
く
よ
う
に
強
く
勧
め
て
下
さ
っ
た
の
も
、
師
の
私
の
研
究
の
進
展
を
願
う
思
い
遣
り
か
ら
で
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
忠
告
が
な
け
れ
ば
輪
読
会
は
再
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
二
歳
年
長
の
師
は
、
ち
ょ
う
ど
賢
兄
が
愚
弟

に
対
す
る
よ
う
に
常
に
慈
愛
の
心
を
も
っ
て
導
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
お
心
に
衷
心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

本
日
は
唯
識
説
に
説
か
れ
る
染
汚
意
と
意
根
と
の
関
係
に
つ
い
て
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
硫
伽
行
唯
識
学
派
は
我
執
の
根
深
さ

を
極
め
て
強
く
認
識
し
た
学
派
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
意
根
を
染
汚
意
と
す
る
所
に
我
執
の
根
深
さ
に
対
す
る
こ
の
学
派
の
認
識
の

強
さ
が
窺
え
ま
す
。
意
根
と
染
汚
意
の
存
在
、
及
び
そ
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
執
の
根
深
さ
を
説
明
し
よ
う
と
い
う

を
極
め
て
強
く
認
識
し
た
学
派
一

強
さ
が
窺
え
ま
す
。
意
根
と
染
玩

の
が
本
日
の
講
義
の
趣
旨
で
す
。

通
常
仏
教
で
は
心
の
働
き
は
眼
識
・
耳
識
・
鼻
識
・
舌
識
・
身
識
・
意
識
と
い
う
六
識
と
さ
れ
、
そ
の
働
き
を
司
る
も
の
は
眼
根
・
耳

根
・
鼻
根
・
舌
根
・
身
根
・
意
根
と
い
う
六
根
と
さ
れ
ま
す
。
他
方
、
唯
識
学
派
で
は
そ
の
六
識
の
他
に
マ
ナ
識
（
自
我
意
識
）
と
ア
ー

ラ
ヤ
識
（
蔵
識
）
と
い
う
二
種
の
識
の
存
在
を
認
め
ま
す
。
こ
れ
ら
の
二
種
の
識
の
働
き
を
司
る
も
の
も
意
根
と
さ
れ
ま
す
。
通
常
の
仏

教
で
意
識
の
働
き
を
司
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
意
根
と
、
唯
識
学
派
で
意
識
と
マ
ナ
識
と
ア
ー
ラ
ャ
識
と
い
う
三
つ
の
識
の
働
き
を
司
る

2



１
倶
舎
学
の
解
説
言
で
は
、
意
根
は
前
滅
の
意
、
つ
ま
り
直
前
に
消
滅
し
た
識
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
深
浦
正
文
博
士

の
「
倶
舎
学
概
論
』
（
百
華
苑
、
’
九
五
一
年
、
五
四
頁
）
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

意
根
と
は
、
如
何
な
る
識
に
て
も
あ
れ
、
既
往
に
過
ぎ
去
れ
る
直
前
刹
那
の
も
の
を
指
し
て
い
ふ
の
で
、
例
え
ば
、
眼
識
に
續
い
て

意
識
起
こ
る
場
合
、
そ
の
眼
識
が
減
し
て
次
刹
那
に
意
識
が
起
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
刹
那
の
眼
識
を
指
し
て
意
根
と
い
ふ
が
よ
う

で
あ
る
。
意
識
に
續
い
て
意
識
起
こ
る
場
合
で
も
、
前
の
意
識
が
意
根
で
あ
る
。

有
部
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
い
て
は
、
同
一
瞬
間
に
二
つ
の
識
の
併
存
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
一
つ
の
瞬
間
に
は
一
つ
の
識
の

み
が
存
在
す
る
も
の
と
さ
れ
ま
す
。
第
一
瞬
間
に
眼
識
が
生
じ
、
続
く
第
二
瞬
間
に
耳
識
が
生
じ
た
と
し
ま
す
。
そ
の
場
合
、
第
一
瞬
間

に
生
じ
た
眼
識
は
第
二
瞬
間
に
は
消
滅
し
、
耳
識
の
生
ず
る
た
め
の
縁
と
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
を
等
無
間
縁
と
呼
び
ま
す
。
第

二
瞬
間
に
意
識
が
生
ず
る
場
合
、
そ
れ
は
意
識
を
生
ず
る
た
め
の
等
無
間
縁
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
識
は
二
つ
の
も
の
を
依
り
ど
こ
ろ
と

し
て
生
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
第
二
瞬
間
に
耳
識
が
生
じ
た
と
す
れ
ば
、
第
一
瞬
間
の
眼
識
が
等
無
間
縁
と
い
う
一
つ
の
依
り
ど

こ
ろ
と
な
り
、
耳
根
が
そ
の
感
覚
器
官
と
い
う
も
う
一
つ
の
依
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
耳
識
は
生
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が

第
二
瞬
間
に
意
識
が
生
ず
る
場
合
は
、
第
一
瞬
間
の
眼
識
が
等
無
間
縁
と
い
う
依
り
ど
こ
ろ
と
な
り
、
そ
の
同
じ
等
無
間
縁
が
意
根
と
い

う
依
り
ど
こ
ろ
に
も
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

も
の
と
考
え
ら
れ
た
意
根
と
は
、
同
一
の
も
の
で
あ
る
か
、
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

２
実
際
『
倶
舎
論
』
（
筐
Ｓ
吾
．
詮
々
中
巴
は
識
が
生
ず
る
場
合
の
そ
の
二
種
の
依
り
ど
こ
ろ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

意
識
界
（
意
識
）
の
依
り
ど
こ
ろ
は
直
前
に
減
し
た
意
で
あ
る
〔
か
ら
、
た
だ
過
去
で
あ
る
〕
。
３

意
根



五
〔
識
〕
の
〔
依
り
ど
こ
ろ
〕
は
ま
た
、
そ
れ
ら
と
同
時
に
生
ず
る
も
の
（
現
在
）
で
あ
る
。
（
一
々
四
四
．
）
４

過
去
な
る
〔
依
り
ど
こ
ろ
〕
も
あ
る
か
ら
ま
た
と
い
う
語
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
眼
識
の
〔
依
り
ど
こ
ろ
〕
は
眼
で
あ
っ
て
〔
眼
識

と
〕
同
時
に
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
乃
至
、
身
識
の
〔
依
り
ど
こ
ろ
〕
は
身
で
あ
っ
て
〔
身
識
と
同
時
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

い
ず
れ
も
現
在
で
あ
る
〕
。
そ
れ
に
加
え
て
、
過
去
な
る
意
も
こ
れ
ら
の
依
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
五
識
身
は
皆
二
つ
づ

つ
の
根
を
依
り
ど
こ
ろ
と
す
る
の
で
あ
る
。
（
櫻
部
建
肩
舎
論
の
研
究
」
法
蔵
館
、
一
九
六
九
年
、
二
三
○
頁
参
照
）

眼
識
か
ら
身
識
ま
で
の
五
識
（
五
識
身
、
五
種
類
の
識
の
グ
ル
ー
プ
）
に
は
、
眼
根
か
ら
身
根
ま
で
の
五
根
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
ら
の
識
と

同
時
に
存
在
す
る
所
依
（
倶
生
所
依
）
と
し
て
あ
り
、
さ
ら
に
直
前
に
減
し
た
識
が
意
根
と
な
っ
た
も
の
（
無
間
滅
意
）
が
、
過
去
の
所
依

と
し
て
あ
り
ま
す
。
所
依
と
は
依
り
ど
こ
ろ
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
意
識
に
は
、
同
時
に
存
在
す
る
所
依
は
な
く
、
直
前
に
減
し

た
識
が
意
根
と
な
っ
た
も
の
し
か
所
依
と
し
て
存
在
し
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

３
『
倶
舎
論
」
は
経
に
は
意
根
は
五
根
の
所
依
と
し
て
説
か
れ
る
と
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
意
根
が
等
無
間
滅
意
で
あ
る
こ
と
は
経
に

既
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
言
う
の
で
す
。

意
〔
根
〕
は
こ
れ
ら
〔
五
〕
根
の
所
依
（
胃
昌
の
閏
目
巴
で
あ
る
と
〔
経
に
説
か
れ
る
の
、
小
谷
に
よ
る
補
い
〕
は
、
こ
〔
の
意
〕
根

を
俟
っ
て
は
じ
め
て
〔
五
〕
根
は
識
の
生
ず
る
た
め
の
因
と
な
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
（
延
悶
里
應
霞
ゞ
ｇ
に
対
す
る
延
罰
国
司
ｓ
》

畠
‐
屍
の
注
釈
）
櫻
部
建
「
破
我
品
の
研
究
」
（
『
大
谷
大
學
研
究
年
報
」
第
十
二
集
、
一
九
五
九
年
、
六
七
頁
、
註
①
。
、
実
お
ゞ
侭
》
本
庄
良
文

「
シ
ャ
マ
タ
デ
ー
ヴ
ァ
の
伝
え
る
阿
含
資
料
補
遺
ｌ
破
我
品
（
上
）
１
石
ｇ
巴
」
『
神
戸
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
」
三
一
巻
、
一
九
九
八
年
）

４
以
上
が
有
部
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
説
か
れ
る
意
根
で
す
。
次
に
『
成
唯
識
論
」
系
の
解
説
書
に
意
根
が
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る

か
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
意
根
は
前
滅
の
意
（
無
間
滅
意
）
と
末
那
識
（
染
汚
意
）
と
の
二
面
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と



五
根
の
ほ
か
に
更
に
意
根
と
い
う
が
あ
る
。
そ
は
第
六
意
識
の
所
依
た
る
も
の
で
、
第
七
末
那
識
を
指
す
。
ま
た
前
滅
の
心
法
を
指

し
て
意
根
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
前
滅
の
心
法
と
は
、
眼
識
な
ら
ば
現
在
の
眼
識
の
直
前
刹
那
に
減
せ
る
眼
識
を
指
し
て
い
い
、
耳

識
な
ら
現
在
の
耳
識
の
直
前
刹
那
に
減
せ
る
耳
識
を
指
し
て
い
い
、
乃
至
第
八
識
に
つ
い
て
も
ま
た
然
り
。
こ
れ
、
有
為
の
諸
法
は

刹
那
生
滅
の
物
柄
で
、
前
法
減
し
て
後
法
生
ぜ
し
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
前
滅
の
心
法
（
心
王
）
を
指
し
て
意
根
と
い
い
、
こ
れ

が
後
念
の
心
法
生
起
の
開
導
依
と
な
る
と
い
う
。
そ
の
開
導
依
た
る
根
が
す
な
わ
ち
意
根
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
前
刹
那
の
識
が
減
し
て
意
根
と
な
る
こ
と
、
そ
れ
が
次
刹
那
の
識
を
引
導
す
る
所
依
と
な
る
の
で
開
導
依
と
呼
ば
れ
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
が
第
七
末
那
識
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
出
て
い
ま
せ
ん
が
、
識
と
同
時
に
存
在
し
て
所

依
と
な
る
も
の
、
眼
識
で
あ
れ
ば
眼
根
は
、
倶
有
依
と
呼
ば
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
は
「
倶
舎
論
」
で
は
二
種
の
依
り
ど
こ
ろ
と
呼
ば
れ
て
い

た
も
の
に
相
当
し
ま
す
。
開
導
依
は
過
去
の
依
り
ど
こ
ろ
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
相
当
し
、
倶
有
依
は
現
在
の
依
り
ど
こ
ろ
と
呼
ば
れ
て
い

る
も
の
に
相
当
し
ま
す
。

す
○

ま
た
深
浦
正
文
博
士
の
『
唯
識
學
研
究
下
巻
教
義
論
」
（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
五
四
年
、
一
九
二
頁
）
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
太
田
久
紀
師
の
『
仏
教
の
深
層
心
理
」
（
有
斐
閣
選
書
、
二
○
○
三
年
、
三
九
’
二
一
○
頁
）
に
は
次
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

５
そ
れ
で
は
唯
識
論
耆
に
お
い
て
意
根
は
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
「
琉
伽
師
地
論
」
に
意
根
（
日
四
目
の
）
が
ど
の
５

毒
フ
ニ
つ
の
面
添

径
依
〉
で
坐
の
る
、

〈
第
六
意
識
〉
の
〈
所
依
〉
は
〈
意
根
〉
と
〈
阿
頼
耶
識
〉
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
〈
意
根
〉
は
〈
前
滅
の
意
〉
と
〈
末
那
識
〉
と
い

／
二
つ
の
面
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
〈
前
滅
の
意
〉
と
は
、
現
在
の
直
前
の
意
識
で
す
。
〈
前
滅
の
意
識
〉
が
、
現
在
の
意
識
の
〈
所



よ
う
に
説
か
れ
る
か
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
意
根
に
は
前
滅
の
識
で
あ
る
意
根
と
染
汚
意
の
意
根
と
の
二
種
あ
る
こ
と

が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
眼
識
の
所
依
は
何
か
。
眼
が
〔
眼
識
と
〕
同
時
に
生
ず
る
所
依
（
倶
有
依
）
で
あ
る
。
意
が
直
前
の
所
依
（
等
無
間
依
）
で
あ
る
。

一
切
の
種
子
を
有
し
、
所
依
を
執
受
し
、
異
熟
に
分
類
さ
れ
る
ア
ー
ラ
ャ
識
が
種
子
依
で
あ
る
。
以
上
を
要
約
す
れ
ば
、
所
依
は
物

質
的
と
非
物
質
的
と
の
二
種
で
あ
る
。
（
鬮
登
辛
め
土
．
大
正
三
○
、
二
七
九
上
二
六
’
二
八
）

②
意
と
は
何
か
。
六
識
身
の
直
前
に
減
し
た
〔
識
で
あ
る
意
〕
と
、
常
に
無
明
と
我
見
と
我
慢
と
渇
愛
と
を
相
と
す
る
四
種
の
煩
悩

と
相
応
す
る
染
汚
意
と
で
あ
る
。
。
閃
豈
巨
ひ
‐
己
大
正
三
○
、
二
八
○
中
八
）

６
次
に
『
摂
大
乗
論
」
に
お
け
る
意
根
（
日
四
目
め
）
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
二
種
の
意
の
役
割
が
明
確
に
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。
①
一
つ
は
前
滅
の
識
で
あ
り
開
導
依
の
役
目
を
果
た
す
意
根
、
②
も
う
一
つ
は
染
汚
意
で
あ
り
倶
有
依
の
役
割
を
果
た
す

意
根
で
す
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
ま
す
。

①
［
開
導
依
と
し
て
の
意
根
］
意
に
は
二
種
が
あ
る
。
〔
一
つ
は
〕
等
無
間
縁
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
所
依
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

〔
す
な
わ
ち
〕
直
前
に
減
し
た
識
が
意
と
呼
ば
れ
て
識
の
生
ず
る
所
依
と
な
る
。
第
二
は
染
汚
意
で
あ
り
、
有
身
見
、
自
我
あ
り
と

す
る
我
慢
、
自
我
へ
の
愛
着
、
無
明
と
い
う
四
煩
悩
と
常
に
相
応
し
、
そ
れ
が
識
の
汚
染
さ
れ
る
所
依
と
な
る
の
で
あ
る
。
識
は
、

第
一
の
所
依
に
よ
っ
て
生
じ
、
第
二
〔
の
所
依
〕
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
る
。
対
境
を
識
別
す
る
か
ら
識
で
あ
る
。
等
無
間
で
あ
る
こ

と
（
の
四
日
四
目
員
胃
巴
と
、
思
惟
す
る
こ
と
（
日
目
自
画
）
と
の
故
に
意
（
日
目
幽
の
）
は
二
種
で
あ
る
。
冒
崗
目
、
巴
（
小
谷
「
榎
大
乗
論
講

究
」
東
本
願
寺
出
版
部
、
二
○
○
一
年
、
五
六
頁
）

②
［
倶
有
依
と
し
て
の
意
根
］
〔
染
汚
意
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
第
六
意
識
と
前
〕
五
〔
識
〕
と
の
共
通
性
が
な
い
と
い
う
過
ち
に

陥
る
。
な
ぜ
な
ら
、
五
識
身
の
倶
有
依
は
眼
〔
根
〕
な
ど
で
あ
る
〔
が
、
意
識
の
倶
有
依
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
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７
意
根
小
結

以
上
に
見
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
『
琉
伽
師
地
論
」
で
は
意
根
は
意
識
の
倶
有
依
と
は
説
か
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
『
摂
大
乗
論
」
に

お
い
て
等
無
間
縁
で
あ
る
、
直
前
に
減
し
た
識
（
前
滅
の
意
）
と
、
意
識
と
同
時
に
存
在
す
る
所
依
（
倶
有
依
）
で
あ
る
染
汚
の
意
と
の
二

種
の
意
が
説
か
れ
る
に
至
り
ま
し
た
。
前
滅
の
意
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
も
説
か
れ
て
い
る
伝
統
的
な
意
根
で
す
。
そ
れ
は
、
次
刹
那
に
生

ず
べ
き
意
識
に
対
し
て
、
前
刹
那
の
意
識
が
自
ら
開
避
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
の
意
識
を
引
導
す
る
た
め
に
（
後
の
法
相
教
学
の
用
語
を
借

り
て
言
え
ば
）
開
導
依
と
な
っ
た
も
の
で
す
。
他
方
、
意
識
の
倶
有
依
と
し
て
は
、
聡
伽
行
派
は
染
汚
意
の
存
在
を
新
た
に
想
定
し
、
そ

れ
が
四
煩
悩
と
常
に
相
応
す
る
た
め
に
識
が
汚
染
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

例
え
ば
眼
識
は
、
直
前
に
減
し
た
眼
識
を
等
無
間
縁
と
し
、
眼
根
を
倶
有
依
と
し
て
生
じ
ま
す
。
そ
れ
と
同
様
に
、
意
識
も
直
前
に
減

し
た
意
識
を
等
無
間
縁
と
し
、
染
汚
意
で
あ
る
意
根
を
倶
有
依
と
し
て
生
じ
ま
す
。
眼
識
に
と
っ
て
、
等
無
間
縁
で
あ
り
直
前
に
減
し
た

る
〕
。
宮
島
［
旬
と
（
小
谷
前
掲
害
五
八
頁
、
染
汚
意
の
存
在
論
証
②
）

こ
こ
に
説
か
れ
る
意
根
と
識
と
を
整
理
す
れ
ば
左
記
の
図
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
唯
識
学
派
は
複
数
の
識
が
同
時
に
生
起
す

る
こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
二
種
類
の
識
の
併
起
を
認
め
な
い
有
部
で
は
、
例
え
ば
眼
識
が
減
し
て
そ
れ
が
等
無
間
縁
と
な

っ
て
耳
識
が
生
ず
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
と
は
異
な
っ
て
、
唯
識
学
派
で
は
、
眼
識
は
直
前
に
消
滅
し
た
眼
識
を

等
無
間
縁
と
し
て
生
起
し
、
乃
至
、
意
識
は
直
前
に
消
滅
し
た
意
識
を
等
無
間
緑
と
し
て
生
起
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ

を
図
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

第
一
瞬
間
蝿
直
前
に
減
し
た
眼
識
（
意
根
、
等
無
間
縁
）
（
開
導
依
）
直
前
に
減
し
た
意
識
（
意
根
、
等
無
間
縁
）
（
開
導
依
）

↑
や

第
二
瞬
間
』
眼
識
介
眼
根
（
倶
有
依
）
意
識
竹
意
根
（
染
汚
意
）
（
倶
有
依
）

７



眼
識
で
あ
る
、
単
に
開
導
依
の
働
き
を
す
る
意
根
よ
り
も
、
そ
の
同
じ
瞬
間
に
倶
有
依
と
し
て
存
在
す
る
眼
根
の
ほ
う
が
主
要
な
役
割
を

果
た
す
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
同
様
に
、
意
識
に
と
っ
て
、
等
無
間
縁
で
あ
り
直
前
に
減
し
た
意
識
で
あ
る
、
単
に
開
導
依
の
働
き
を

す
る
意
根
よ
り
も
、
そ
の
同
じ
瞬
間
に
倶
有
依
と
し
て
存
在
す
る
染
汚
意
で
あ
る
意
根
の
ほ
う
が
主
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
琉
伽
行

派
は
看
倣
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
後
に
触
れ
る
「
直
前
に
減
し
た
識
の
意
は
世
俗
の
意
と
呼
ば
れ
、
染
汚
の
意
は
勝
義
の

意
と
呼
ば
れ
る
」
と
言
う
チ
ベ
ッ
ト
の
学
僧
ツ
ォ
ン
カ
パ
（
弓
の
。
信
昏
鯉
冒
囚
。
ｇ
ｇ
ｍ
鱒
僧
の
目
ゞ
馬
臼
‐
辰
己
）
の
言
葉
か
ら
も
了
解
さ
れ

ま
す
。そ

れ
で
は
唯
識
学
派
に
お
い
て
な
ぜ
染
汚
意
と
い
う
新
た
な
識
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ

ン
教
授
Ｐ
の
呂
目
号
呂
い
の
屋
）
は
生
来
の
有
身
見
（
我
あ
り
と
す
る
見
解
）
の
変
形
し
た
も
の
が
染
汚
意
と
し
て
要
請
さ
れ
た
の
だ
と
言
わ

れ
ま
す
（
巨
日
胃
昌
⑭
８
日
目
皆
の
①
ロ
ゞ
留
房
習
煙
骨
呂
．
煙
の
目
白
自
画
目
口
巨
の
国
‐
日
自
画
の
、
こ
の
論
文
は
横
山
紘
一
教
授
に
よ
っ
て
和
訳
さ
れ
て
「
我
見

に
関
す
る
若
干
の
考
察
ｌ
薩
迦
耶
見
、
我
慢
、
染
汚
意
ｌ
」
と
い
う
題
名
で
『
佛
教
學
』
第
七
号
、
一
九
七
九
年
、
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
）
。
最
終
講
義

の
テ
ー
マ
に
「
染
汚
意
と
意
根
」
を
取
り
上
げ
る
に
つ
い
て
多
少
の
い
き
さ
つ
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
に
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
資
料
を
原

典
と
す
る
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
て
唯
識
説
を
学
ん
で
き
た
筆
者
は
、
「
摂
大
乗
論
」
に
説
か
れ
る
よ
う
に
、
意
に
は
無
間
減
の
意
と
染
汚

意
の
意
と
の
二
種
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
き
ま
し
た
の
で
、
先
に
引
用
し
ま
し
た
よ
う
に
『
成
唯
識
論
」
の
研
究
者
た
ち
が
意
根
と
染
汚

意
と
が
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
言
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
驚
き
、
そ
の
関
係
を
い
つ
か
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

も
う
一
つ
は
、
私
は
科
研
の
協
同
研
究
の
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
に
、
各
種
の
会
議
が
一
段
落
す
る
三
月
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
の
ハ
ル
ナ

ガ
・
ア
イ
ザ
ク
ソ
ン
教
授
を
お
尋
ね
し
よ
う
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
私
の
計
画
を
お
聞
き
に
な
っ
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
教
授
が
、
筆

者
に
講
演
の
機
会
を
与
え
て
下
さ
る
お
考
え
を
お
持
ち
で
あ
る
こ
と
が
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
マ
イ
ト
リ
ー
ム
ル
テ
ィ
教
授
か
ら
、

二
染
汚
意
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え
ら
れ
る
よ
篭
７
に
な
る
《

教
授
は
、
初
め
有
身
見
は
不
善
の
煩
悩
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
無
記
の
煩
悩
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
二
種
の

有
身
見
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
『
琉
伽
師
地
論
」
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

当
時
そ
こ
で
客
員
教
授
を
し
て
い
た
本
学
の
講
師
の
シ
ョ
バ
・
ラ
ニ
・
ダ
ッ
シ
ュ
さ
ん
を
介
し
て
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
な
ら
ば
教
授

か
ら
曾
て
い
た
だ
い
た
前
記
の
ご
論
文
を
参
考
に
講
演
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
考
え
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
大
学
の
執
行
部
の
仕
事
が

忙
し
く
英
文
の
講
演
原
稿
が
つ
く
れ
な
か
っ
た
た
め
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
教
授
の
せ
っ
か
く
の
御
好
意
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
教
授
の
長
年
に
わ
た
る
御
厚
情
、
マ
イ
ト
リ
ー
ム
ル
テ
イ
教
授
と
シ
ョ
バ
さ
ん
の
御
好
意
に
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

１
教
授
は
染
汚
意
が
要
請
さ
れ
る
に
至
っ
た
背
景
に
は
有
身
見
に
関
す
る
解
釈
の
変
化
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
以
下
に
教
授
の

見
解
を
整
理
し
て
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

①
ニ
カ
ー
ャ
で
は
、
有
身
見
は
五
取
穂
（
〃
私
″
を
形
成
す
る
物
質
的
精
神
的
な
五
種
類
の
術
成
要
素
）
を
実
体
的
に
捉
え
て
〃
私
で
あ
る
〃

〃
私
の
も
の
で
あ
る
〃
と
す
る
間
違
っ
た
考
え
で
あ
り
、
凡
夫
に
は
起
る
が
聖
者
に
は
起
ら
な
い
不
善
の
煩
悩
と
さ
れ
て
い
た
。

②
説
一
切
有
部
で
は
、
布
施
等
の
善
業
を
行
う
と
き
に
も
「
私
が
布
施
を
す
る
」
と
考
え
る
有
身
見
が
起
る
の
で
、
無
記
の
煩
悩
と
考

て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

動
物
や
烏
に
も
あ
る
よ
う
な
、
生
来
の
有
身
見
は
無
記
で
あ
る
。
し
か
し
、
分
別
に
よ
っ
て
生
ず
る
〔
有
身
見
〕
は
不
善
で
あ
る
と

先
の
軌
範
師
た
ち
は
〔
主
張
す
る
〕
。
（
』
肉
望
、
忠
Ｃ
，
こ
‐
ｇ
〃
小
谷
・
本
庄
「
倶
舎
論
の
原
典
研
究
随
眠
ロ
聖
大
蔵
出
版
、
二
○
○
七
年
、
八

七
頁
。
『
琉
伽
師
地
論
』
摂
決
択
分
、
大
正
三
○
、
六
二
一
中
六
’
一
○
参
照
）

③
さ
ら
に
「
聖
者
に
我
慢
（
修
所
断
）
が
残
存
す
る
の
は
何
故
か
」
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
分
別
に
よ
っ
て
生
ず
る
有
身
見
（
見
所
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断
）
は
断
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
生
来
の
有
身
見
（
修
所
断
）
が
残
っ
て
い
る
か
ら
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

修
所
断
で
あ
る
生
来
の
有
身
見
は
、
聖
者
に
我
慢
が
生
じ
る
依
止
で
あ
り
、
そ
の
対
象
が
明
確
に
決
定
さ
れ
な
い
我
見
（
不
分
別
事
我

見
）
で
あ
る
。
（
陰
尉
蚤
紹
、
平
屋
』
『
雑
集
論
」
大
正
三
一
、
七
二
六
下
二
’
二
二

３
）
染
汚
意
小
結

シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
教
授
に
よ
れ
ば
、
染
汚
意
は
聖
者
に
も
残
存
す
る
我
慢
の
根
拠
で
あ
る
生
来
の
有
身
見
の
依
り
所
と
し
て
考
え

出
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
生
来
の
有
身
見
は
、
「
雑
集
論
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
対
象
が
明
確
に
決
定
さ
れ
な
い
我
見
（
不
分
別
事

２
教
授
は
こ
の
よ
う
に
し
て
出
て
き
た
生
来
の
有
身
見
を
支
え
る
識
と
し
て
染
汚
意
が
要
請
さ
れ
た
結
果
、
染
汚
意
の
概
念
は
登
場

し
た
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
『
琉
伽
師
地
論
」
の
記
述
か
ら
も
そ
う
考
え
ら
れ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

①
意
と
は
何
か
。
六
識
身
の
直
前
に
減
し
た
〔
識
で
あ
る
意
〕
と
、
常
に
無
明
と
我
見
と
我
慢
と
渇
愛
と
を
相
と
す
る
四
種
の
煩
悩

と
相
応
す
る
染
汚
意
と
で
あ
る
。
〔
意
識
の
〕
所
依
は
何
か
。
意
が
直
前
の
所
依
で
あ
り
、
先
と
同
様
の
一
切
の
種
子
を
有
す
る

ア
ー
ラ
ャ
識
が
種
子
依
で
あ
る
。
。
出
寄
匡
．
中
旨
「
琉
伽
師
地
論
』
大
正
三
○
、
二
八
○
中
八
’
一
二

②
ア
ー
ラ
ャ
識
は
あ
る
時
に
は
た
だ
一
つ
の
転
識
と
同
時
に
活
動
す
る
。
す
な
わ
ち
意
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
我
見
や
我
慢
や
思

量
（
白
目
四
身
目
）
を
行
相
と
す
る
意
は
、
有
心
と
無
心
と
の
両
方
の
状
態
に
お
い
て
、
い
つ
で
も
ア
ー
ラ
ャ
識
と
同
時
に
生
じ
活
動

す
る
か
ら
で
あ
る
。
（
中
略
）
あ
る
時
に
は
意
と
意
識
と
の
二
つ
と
同
時
に
活
動
す
る
。
（
中
略
）
そ
の
意
識
は
「
意
に
依
る
〔
識
〕
」

と
言
わ
れ
る
。
形
相
因
（
ロ
目
胃
“
）
で
あ
る
意
が
減
し
な
い
と
き
表
象
の
束
縛
は
解
か
れ
ず
、
減
す
る
と
き
に
そ
れ
が
解
か
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
（
『
琉
伽
師
地
論
」
棋
決
択
分
、
大
正
三
○
、
五
八
○
下
一
’
二
、
肝
戸
詔
＄
》
凶
＆
島
ｌ
Ｅ
：
袴
谷
憲
昭
「
罰
ミ
骨
＆
一
畠
国
営
唱
心
言
貫

に
お
け
る
ア
ー
ラ
ャ
識
の
規
定
」
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
」
第
七
九
冊
、
一
九
七
九
年
、
三
二
’
三
三
頁
、
五
○
頁
参
照
）
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先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
琉
伽
行
派
に
お
い
て
、
意
識
に
と
っ
て
主
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
は
、
直
前
に
減
し
た
識
で
あ
る
、
ア

ビ
ダ
ル
マ
の
説
く
伝
統
的
な
意
根
で
は
な
く
、
同
じ
瞬
間
に
倶
有
依
と
し
て
存
在
す
る
染
汚
意
で
あ
る
意
根
と
看
倣
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
チ
、
ヘ
ッ
ト
の
学
僧
ツ
ォ
ン
カ
パ
が
、
彼
の
『
摂
大
乗
論
」
の
注
釈
「
ク
ン
シ
・
カ
ン
テ
ル
」
負
目
鴨
宮

島
呂
筒
風
）
中
に
、
「
直
前
に
減
し
た
識
の
意
は
世
俗
の
意
と
呼
ば
れ
、
染
汚
の
意
は
勝
義
の
意
と
呼
ば
れ
る
」
と
述
べ
る
次
の
よ
う
な

我
見
）
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
『
雑
集
論
』
に
お
い
て
染
汚
意
が
「
そ
の
対
象
が
明
確
に
決
定
さ
れ
な
い
我
見
の
依
り
所
」

と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
『
琉
伽
師
地
論
」
（
摂
決
択
分
）
に
お
い
て
染
汚
意
が
そ
れ
の
減
し
な
い
限
り
「
表
象
の
束
縛
は
解
か
れ
な
い
と
さ

れ
る
形
相
因
盲
目
目
）
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
同
一
の
事
態
の
二
つ
の
側
面
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り

『
雑
集
論
」
は
、
染
汚
意
が
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
対
象
と
し
て
そ
れ
を
「
自
我
」
と
し
て
把
握
す
る
た
め
に
、
そ
の
対
象
が
如
何
な
る
も
の

で
あ
る
か
が
明
確
に
決
定
で
き
な
い
自
我
意
識
（
マ
ナ
識
）
の
所
依
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
す
。
他
方
『
琉
伽
師
地
論
」
は
、
染

汚
意
が
、
自
我
意
識
を
生
じ
さ
せ
る
働
き
と
共
に
存
在
す
る
表
象
作
用
を
も
た
ら
す
形
相
因
（
巳
目
目
）
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る

も
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
側
面
は
、
煩
悩
障
と
所
知
障
と
い
う
菩
薩
の
断
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
種
の
障
害
と
関
係
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

鳥
居
｝
〕
唱
巴
中
に
、
｜
直
前
淀

言
葉
か
ら
も
了
解
さ
れ
ま
す
。

意
は
二
種
で
あ
る
。
〔
自
我
を
〕
思
惟
す
る
意
と
、
直
前
〔
に
減
し
た
識
〕
の
意
と
で
あ
る
。
（
ヅ
ル
テ
ィ
ム
・
小
谷
共
訳
、
ツ
ォ
ン
ヵ

パ
著
『
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
マ
ナ
識
の
研
究
』
文
栄
堂
、
一
九
八
六
年
、
八
二
頁
）

こ
の
二
つ
の
意
は
順
次
、
勝
義
の
意
、
世
俗
の
意
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
何
故
な
ら
〔
前
者
は
〕
他
の
識
に
依
ら
ず
に
独
立
し
た
も

の
と
し
て
存
在
し
、
〔
後
者
は
眼
識
等
の
〕
六
〔
識
〕
を
別
に
し
て
は
〔
そ
の
存
在
を
〕
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
そ
し

結
び
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て
前
者
は
、
六
〔
識
〕
を
対
象
の
特
徴
（
昌
目
５
．
相
）
に
結
び
つ
け
る
所
依
と
な
っ
て
、
〔
六
識
を
〕
汚
染
さ
れ
た
有
漏
の
も
の
と
し
ま

す
。
他
方
、
後
者
は
、
六
〔
識
〕
が
直
前
に
減
し
て
縁
と
な
っ
た
も
の
（
等
無
間
縁
）
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
が
減
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
後

の
識
が
生
ず
る
た
め
の
門
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
（
ツ
ォ
ン
カ
パ
前
掲
書
、
八
二
頁
）

こ
の
第
七
の
マ
ナ
ス
（
意
）
に
は
、
ア
ー
ラ
ャ
識
を
自
我
と
見
た
こ
と
に
よ
っ
て
〔
置
か
れ
た
〕
煩
悩
を
生
ず
る
力
（
＄
富
）
と
い

う
一
種
の
力
と
、
種
々
の
言
語
表
現
（
ぐ
菌
く
呂
胃
“
）
を
設
定
す
る
意
識
の
同
時
に
存
在
す
る
所
依
（
倶
有
依
）
と
な
り
、
法
執
つ
ま

り
所
知
障
を
生
ず
る
力
と
な
る
も
う
一
種
の
力
と
の
、
二
種
の
力
が
あ
る
。
（
ツ
ォ
ン
カ
パ
前
掲
書
、
八
四
頁
）

ツ
ォ
ン
ヵ
パ
は
「
〔
自
我
を
〕
思
惟
す
る
意
」
つ
ま
り
染
汚
意
を
「
六
〔
識
〕
を
対
象
の
特
徴
に
結
び
つ
け
る
所
依
と
な
る
も
の
」
と

注
釈
し
て
い
ま
す
。
そ
の
注
釈
か
ら
し
て
彼
の
『
摂
大
乗
論
」
の
注
釈
が
先
に
引
用
し
た
、

そ
の
意
識
は
「
意
に
依
る
〔
識
〕
」
と
言
わ
れ
る
。
形
相
因
（
巳
目
目
）
で
あ
る
意
が
減
し
な
い
と
き
表
象
の
束
縛
は
解
か
れ
ず
、

減
す
る
と
き
に
そ
れ
が
解
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
い
う
『
琉
伽
師
地
論
」
（
摂
決
択
分
、
大
正
三
○
、
五
八
○
下
九
’
二
）
の
語
を
踏
ま
え
て
為
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
こ
の

形
相
因
を
、
袴
谷
憲
昭
氏
は
「
表
象
（
困
旦
§
に
際
し
て
、
そ
の
物
を
他
と
区
別
し
て
、
認
識
内
部
に
お
い
て
言
語
表
現
を
可
能
な
ら

し
め
る
本
質
的
な
特
徴
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
ま
す
（
袴
谷
前
掲
論
文
、
七
四
頁
注
鋤
）
。
つ
ま
り
、
意
識
が
働
い
て
何
ら
か
の
物
事
を
認
識
し

物
事
が
表
象
さ
れ
る
時
、
そ
の
物
事
は
他
の
物
事
と
区
別
さ
れ
、
リ
ン
ゴ
は
ミ
カ
ン
と
区
別
さ
れ
て
〃
リ
ン
ゴ
〃
と
呼
ば
れ
る
物
事
と
し

て
表
象
さ
れ
認
識
さ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
他
と
区
別
し
て
言
語
表
現
を
可
能
な
ら
し
め
物
事
を
認
識
せ
し
め
る
（
唯
識
説
で
は
そ
れ
は

「
存
在
せ
し
め
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
）
本
質
的
な
特
徴
と
な
っ
て
、
物
事
の
認
識
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
も
の
が
形
相
因
と
呼
ば
れ
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
染
汚
意
な
る
根
で
あ
り
マ
ナ
識
で
あ
る
と
言
う
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
ツ
ォ
ン
カ
パ
は
、
マ
ナ
識
（
マ
ナ
ス
、
意
根
、
染
汚
意
）
は
、
四
煩
悩
と
相
応
し
て
煩
悩
障
を
生
ず
る
原
因
と
な
る
だ
け
で

な
く
、
種
々
の
言
語
表
現
を
設
定
す
る
意
識
の
倶
有
依
と
な
っ
て
所
知
障
を
生
ず
る
原
因
と
も
な
る
、
と
言
い
ま
す
。
マ
ナ
識
は
ア
ー
ラ

1句
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唯
識
説
を
学
び
始
め
た
当
初
は
、
琉
伽
行
を
学
ん
で
何
に
な
る
の
か
と
思
い
ま
し
た
。
念
仏
を
専
ら
と
し
、
坐
禅
に
よ
る
瞑
想
な
ど
を

事
と
し
な
い
真
宗
の
末
寺
の
住
職
と
な
ろ
う
と
し
て
い
る
者
が
、
礁
伽
（
ョ
Ｉ
ガ
）
の
行
法
を
学
ん
で
何
の
役
に
た
つ
の
か
と
い
う
傭
購

い
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
今
は
学
ん
で
良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
我
執
が
わ
れ
わ
れ
の
認
識
を
ど
の
よ
う
に
歪
め
る
も
の
で
あ
る

か
、
そ
し
て
そ
れ
が
い
か
に
根
深
い
も
の
で
あ
る
か
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
宗
祖
の
説
か
れ
る
愚
艤
の
深
さ
や
我
執
の
抜
き
難
さ
を
唯
識

説
の
理
論
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

講
義
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
く
に
当
た
り
、
大
谷
大
学
で
お
世
話
に
な
っ
た
教
職
員
の
皆
様
方
、
『
倶
舎
論
』
の
輪
読
会
の
発
足
当
初

か
ら
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
り
、
大
学
の
同
僚
と
し
て
常
に
よ
き
相
談
相
手
で
い
て
く
だ
さ
っ
た
加
地
洋
一
氏
を
初
め
と
す
る
会
員
の
皆
様

方
、
そ
し
て
自
坊
の
雑
事
を
一
手
に
引
き
受
け
て
勉
強
に
専
念
さ
せ
て
く
れ
た
妻
久
子
に
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
お
礼
の
言
葉
を
述
べ
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
本
稿
は
二
○
一
○
年
二
月
二
四
日
の
大
谷
大
学
尋
源
講
堂
で
の
最
終
講
義
に
加
筆
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
）

ヤ
識
を
間
違
っ
て
我
と
捉
え
我
執
を
生
ず
る
「
自
我
意
識
」
の
心
で
す
。
意
識
の
依
り
所
で
あ
る
意
根
を
染
汚
意
と
し
た
所
に
、
琉
伽
行

唯
識
学
派
が
、
我
執
の
根
深
さ
を
い
か
に
強
く
認
識
し
て
い
た
か
が
よ
く
窺
わ
れ
ま
す
。
意
識
は
わ
れ
わ
れ
の
努
力
の
及
ぶ
認
識
の
働
き

で
す
が
、
マ
ナ
識
は
そ
の
意
識
の
及
ば
な
い
潜
在
的
な
深
層
の
心
の
働
き
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
修
行
に
よ
っ
て
、
出
世
間
道
が
生
じ
た

り
、
不
還
や
阿
羅
漢
の
位
に
達
し
な
い
限
り
存
在
し
続
け
る
も
の
と
さ
れ
る
（
曜
識
三
十
頌
」
第
七
頌
ｂ
‐
ｄ
）
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
認

識
を
煩
悩
障
と
所
知
障
と
の
両
面
か
ら
絶
え
ず
障
害
し
続
け
ま
す
。
マ
ナ
識
は
こ
の
よ
う
に
心
の
奥
深
く
に
潜
ん
で
、
認
識
を
情
的
に
も

知
的
に
も
障
害
し
て
い
る
の
で
す
。
釈
尊
は
我
執
が
人
間
を
苦
悩
に
結
び
付
け
る
根
源
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
我
執
が
ど
の

よ
う
に
し
て
苦
悩
を
も
た
ら
す
か
を
、
マ
ナ
識
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
が
琉
伽
行
唯
識
学
派
で
あ
っ

た
と
二
弓
え
ま
｛
９
Ｃ
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