
、

近
年
従
来
と
は
正
反
対
の
見
解
が
羽
塚
高
照
氏
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
。
氏
は
、
そ
の
部
分
は
脱
落
し
た
の
で
は
な
く
、
Ｉ
・
Ⅲ
の
部

分
か
ら
な
る
も
の
が
原
形
で
あ
り
、
Ⅱ
は
Ｉ
。
Ⅲ
の
内
容
を
基
に
し
て
後
に
挿
入
さ
れ
る
か
た
ち
で
増
広
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
。

そ
う
考
え
る
理
由
と
し
て
、
第
一
に
、
Ａ
本
は
Ｉ
の
末
尾
か
ら
Ⅲ
の
冒
頭
へ
と
連
続
し
て
お
り
、
言
・
智
・
悉
知
・
信
等
の
五
根
を
主
題

と
す
る
一
続
き
の
問
答
か
ら
な
る
も
の
と
見
ら
れ
る
こ
と
。
第
二
に
、
Ⅱ
に
お
け
る
問
答
は
Ｉ
・
Ⅲ
に
お
け
る
同
じ
主
題
の
問
答
に
、
さ

③

ら
に
詳
細
な
説
明
を
加
え
る
こ
と
で
増
広
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
文
献
学
的
に
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
、
と
言
う
。
以
下
に
羽
塚

氏
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
新
説
を
従
来
の
研
究
と
対
比
検
討
し
、
Ａ
本
の
原
形
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
・

氏
の
挙
げ
る
二
つ
の
理
由
の
内
、
第
二
の
理
由
は
、
Ⅱ
の
部
分
が
後
に
付
加
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な

「
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
と
に
は
、
パ
ー
リ
本
旨
昌
且
名
目
菌
と
二
種
の
漢
訳
「
那
先
比
丘
經
」
（
Ａ
・
Ｂ
本
）
と
が
現
存
す
る
。
Ａ
本
に

は
他
の
二
本
と
異
な
り
、
欠
落
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
そ
の
部
分
を
Ⅱ
と
し
、
パ
ー
リ
本
．
Ｂ
本
に
共
通
す
る
部
分
を
Ｉ
．
Ⅲ
と
す
る
。

こ
の
欠
落
し
て
い
る
部
分
に
関
し
て
、
従
来
の
研
究
者
た
ち
の
見
解
は
、
本
来
存
在
し
て
い
た
も
の
が
脱
落
散
逸
し
た
と
す
る
こ
と
で
一

①

致
し
て
い
た
。 那

先
比
丘
經
原
形
の
研
究

｜
Ａ
本
を
原
形
に
近
い
と
す
る
説

小

谷
信
千
代

1



ら
、
Ⅱ
の
部
分
が
後
に
付
加
さ
れ
た
の
で
は
な
く
本
来
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
Ｉ
・
Ⅲ
に
お
け
る
主
題
が
Ⅱ
に
お
い
て
さ
ら
？

に
詳
細
な
説
明
が
な
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
早
島
鏡
正
博
士
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
こ
の
経
典
の
こ
れ
ら
三
つ
の
部
分
に
は
「
輪
廻
業
報
説
お
よ
び
そ
れ
と
無
我
と
の
関
係
論
証
」
が
何
度
も
と
り
上
げ
ら
れ
、

④

輪
廻
と
業
の
関
係
が
解
脱
と
智
慧
の
関
係
に
対
比
さ
れ
て
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
る
の
が
こ
の
経
典
の
特
徴
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
Ｉ
・
Ⅲ
に

お
け
る
主
題
が
Ⅱ
に
お
い
て
さ
ら
に
詳
細
に
説
明
さ
れ
て
い
る
の
は
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
に
同
じ
テ
ー
マ
を
繰
り
返
し
述
べ
る
と
い
う
の
が
こ
の
経
典
の
特
徴
で
あ
る
が
、
そ
の
叙
述
形
式
が
羽
塚
氏
に
、
Ⅱ
は
「
Ｉ
．

Ⅲ
の
内
容
を
基
に
し
て
後
に
挿
入
さ
れ
る
か
た
ち
で
増
広
さ
れ
た
部
分
」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
Ⅱ

の
叙
述
は
筆
者
に
は
そ
い
う
い
う
印
象
を
与
え
な
い
。
従
来
の
研
究
者
た
ち
に
も
そ
う
い
う
印
象
を
与
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
Ⅱ
の
部
分
は
脱

落
散
逸
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
羽
塚
論
文
の
成
否
を
検
討
す
る
に
は
、
第
一
の
理
由
の
み
を
検
証
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
第
一
の
理
由
の
成
立

し
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
れ
ば
、
第
二
の
理
由
を
説
明
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
氏
の
「
文
献
学
的
」
な
論
証
の
努
力
は
何
ら
意
味
の
な
い

こ
と
に
な
る
。
残
念
な
が
ら
検
証
の
結
果
は
、
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
経
典
に
関
し
て
水
野
弘
元
博
士
に
詳
細
な
論
文
が
あ
り
、
そ
の
中
に
本
経
の
テ
キ
ス
ト
の
出
版
、
翻
訳
、
及
び
主
要
な
研
究
に
関

⑤

す
る
一
覧
表
が
示
さ
れ
て
い
る
。
研
究
の
項
目
の
中
に
は
ガ
ル
ベ
、
ヴ
ィ
ン
テ
ル
ニ
ッ
ッ
、
Ｂ
・
Ｃ
・
ロ
ウ
、
リ
ス
・
デ
ヴ
ィ
ッ
ヅ
夫
人
、

中
村
元
、
和
辻
哲
郎
な
ど
の
優
れ
た
研
究
者
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
翻
訳
の
序
文
の
中
に
も
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
述
べ
ら
れ
、
そ
う
い
う
研
究
者
と
し
て
、
山
上
曹
源
、
金
森
西
俊
、
中
村
元
、
早
島
鏡
正
、
シ
ュ
レ
イ
ダ
ー
、
フ
ィ
ノ
ー
、
ド
ミ
ェ
ヴ

ィ
ル
、
干
潟
竜
祥
と
い
う
蒼
々
た
る
研
究
者
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
本
経
は
巳
に
多
く
の
優
れ
た
学
者
に
よ
っ
て
研

二
Ａ
本
に
は
脱
落
が
あ
る
と
す
る
説



究
の
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

来
は
同
一
訳
で
あ
り
、
三
巻
本
（
Ｂ
本
）

⑥

り
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

水
野
博
士
が
二
巻
本
を
欠
漏
の
あ
る
不
完
全
な
も
の
と
す
る
根
拠
を
特
に
述
べ
て
い
な
い
の
も
、
そ
れ
が
従
来
の
研
究
者
に
よ
っ
て
承

認
さ
れ
た
当
然
の
事
実
と
考
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
根
拠
を
あ
え
て
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
和
辻
博
士
に
よ
る
論
文
が
挙
げ
ら

れ
る
。
以
下
、
和
辻
博
士
の
考
察
を
参
考
に
し
て
、
二
巻
本
が
欠
漏
の
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
根
拠
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

り
す
る
も
の
で
あ
る
」

解
は
一
致
し
て
い
る
。

水
野
博
士
が
二
巻
十

Ｅ

和
辻
博
士
に
よ
れ
ば
、
脱
落
と
見
な
さ
れ
る
部
分
は
、
Ａ
本
上
巻
の
終
わ
り
近
く
の
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
箇
所
に
現
わ
れ
る
。

王
復
問
。
其
人
於
後
世
不
復
生
者
。
於
今
章
有
智
異
於
人
不
。
那
先
言
。
然
異
於
人
。
王
言
。
明
與
智
爲
同
不
。
那
先
言
。
明
與

智
等
耳
。
王
言
。
人
有
明
智
寧
能
悉
知
衆
事
。
作
一
事
成
五
事
耶
。
那
先
言
。
作
衆
事
所
成
非
一
・
譽
若
一
地
種
穀
。
當
其
生
時
各

⑧

各
自
生
種
類
。
人
身
五
事
皆
用
衆
事
。
各
有
所
成
。
王
言
。
善
哉
善
哉
。

王
復
た
問
う
。
そ
の
人
後
世
に
於
て
復
た
生
ぜ
ず
ば
、
今
に
於
て
寧
ろ
智
有
り
て
人
に
異
る
や
不
や
。
那
先
言
う
。
然
り
。
人
に

異
る
。
王
言
う
。
明
と
智
と
同
じ
と
為
す
や
不
や
。
那
先
言
う
。
明
と
智
と
等
し
き
の
み
。
＊
＊
＊
＊
王
言
う
。
人
明
智
有
り
、

寧
ろ
能
く
悉
く
衆
事
を
知
る
や
、
一
事
を
作
し
て
五
事
を
成
ず
る
や
。
那
先
言
う
。
衆
事
を
作
し
て
成
ず
る
所
、
一
に
非
ず
。
書
え

ば
一
地
に
穀
を
種
う
る
に
、
其
の
生
ず
る
時
に
當
っ
て
各
各
自
ら
〔
其
の
〕
種
類
を
生
ず
る
が
若
し
。
人
身
の
五
事
み
な
衆
事
を
用

っ
て
各
成
ず
る
所
有
り
。
王
言
う
。
善
哉
、
善
哉
。

和
辻
博
士
は
＊
＊
＊
＊
印
の
所
に
ほ
ぼ
一
巻
分
ほ
ど
の
脱
落
が
あ
る
と
言
う
。
和
辻
博
士
が
そ
こ
に
脱
落
が
あ
る
と
考
え
る
根
拠
は
、

｜
｜
｜
Ａ
本
に
脱
落
が
あ
る
と
す
る
根
拠

そ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
水
野
博
士
は
、
Ａ
・
Ｂ
両
経
の
関
係
を
「
両
者
は
元

は
完
本
で
あ
る
の
に
、
二
巻
本
（
Ａ
本
）
は
中
央
の
部
分
が
欠
け
た
り
、
文
脈
の
混
乱
が
あ
っ
た

こ
の
よ
う
に
二
巻
本
を
欠
漏
の
あ
る
不
完
全
な
も
の
と
す
る
点
に
関
し
て
従
来
の
研
究
者
の
見

1



＊
＊
＊
＊
印
の
前
の
文
章
と
後
の
文
章
と
で
は
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
異
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
文
脈
が
途
絶
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
４

そ
の
こ
と
を
和
辻
博
士
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
後
の
文
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
「
眼
耳
鼻
舌
身
等
の
感
覚
的
な
作

用
と
明
智
の
認
識
作
用
と
の
関
係
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
後
世
に
生
ぜ
ざ
る
人
が
今
世
に
お
い
て
人
に
異
な
っ
た
明
智
を

⑨

持
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
か
ら
、
お
の
ず
か
ら
出
て
く
る
問
題
で
は
な
い
」
と
。
こ
の
説
明
は
少
し
分
か
り
に
く
い
か
も
知
れ
な
い
。
和

辻
博
士
の
意
図
は
、
＊
＊
＊
＊
印
の
前
の
文
章
と
後
の
文
章
と
で
問
題
と
さ
れ
る
「
明
智
」
の
違
い
を
指
摘
す
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
の
違
い
を
指
摘
す
る
に
は
む
し
ろ
次
の
よ
う
に
敷
桁
し
た
ほ
う
が
理
解
し
易
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
後
の
文
章
は
共

に
「
明
智
」
を
問
題
と
し
て
い
る
が
、
前
の
文
章
で
は
、
人
が
後
世
（
来
世
）
に
生
じ
な
い
場
合
の
明
智
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
後
の

文
章
で
は
、
人
身
の
五
事
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
前
の
文
章
で
は
、
輪
廻
転
生
か
ら
解
脱
す
る
場
合
の
智
慧
が
問
題
と
さ
れ

て
お
り
、
後
の
文
章
で
は
、
通
常
人
が
物
事
を
認
識
す
る
場
合
の
眼
耳
鼻
舌
身
の
五
識
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
前
文
で
は
解
脱
す
る
人

の
智
慧
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
に
、
後
文
で
は
通
常
の
人
の
智
慧
が
問
題
に
さ
れ
て
お
り
、
前
後
の
文
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
智
慧
の

質
が
異
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
文
脈
が
異
な
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
和
辻
博
士
は
＊
＊
＊
＊
印
の
前
の
文
章
と
後
の
文
章
と
は
文
脈
の
異
な
る
も
の
と
理
解
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
羽
塚
氏

は
両
者
を
同
一
の
文
脈
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
う
考
え
る
根
拠
を
氏
は
、
後
の
文
章
に
説
か
れ
る
「
五
事
」
は
眼
耳
鼻
舌
身
の
五
識
を
指

す
の
で
は
な
く
、
前
の
文
章
の
さ
ら
に
前
に
説
か
れ
て
い
る
文
章
中
の
「
五
效
事
」
を
指
す
か
ら
で
あ
る
と
言
う
。
そ
こ
に
は
五
效
事
と

⑩

は
誠
信
と
孝
順
と
精
進
と
壼
心
念
善
と
智
慧
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
五
效
事
と
は
本
経
で
は
沙
門
の
「
世
間
の
苦
悩
を
棄
て
「

後
世
の
苦
を
受
け
な
い
」
と
い
う
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
主
要
な
修
行
法
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
パ
ー
リ
の
五
根
と
五

⑪

力
を
合
わ
せ
た
も
の
を
指
す
。
羽
塚
氏
は
い
ま
取
り
上
げ
て
い
る
段
落
（
Ⅲ
‐
１
）
に
現
わ
れ
る
五
事
（
あ
る
い
は
五
知
）
は
こ
の
五
效
事

を
指
す
と
言
う
の
で
あ
る
。
五
事
（
五
知
）
は
パ
ー
リ
本
で
は
冒
胃
四
‐
母
四
ｓ
目
日
と
な
っ
て
お
り
、
五
根
と
五
力
を
合
わ
せ
た
五
效
事

で
は
な
く
、
眼
耳
鼻
舌
身
の
五
根
を
指
す
。



２
羽
塚
氏
の
読
み
方
の
問
題
点

ま
ず
初
め
に
奇
妙
に
感
じ
る
の
は
、
「
人
有
明
智
寧
能
悉
知
衆
事
作
一
事
成
五
事
耶
」
と
い
う
王
の
問
い
の
読
み
方
で
あ
る
。
「
寧
」
の

文
字
の
位
置
か
ら
す
れ
ば
、
和
辻
博
士
の
訓
読
の
よ
う
に
「
人
明
智
有
り
、
寧
ろ
能
く
悉
く
衆
事
を
知
る
や
、
一
事
を
作
し
て
五
事
を
成

１
問
答
の
文
脈

羽
塚
氏
は
、
パ
ー
リ
本
で
冒
胃
四
‐
副
四
画
目
日
つ
ま
り
眼
耳
鼻
舌
身
の
五
根
と
な
っ
て
い
る
理
由
を
、
「
Ⅱ
の
挿
入
に
合
わ
せ
て
改
変
さ

れ
（
中
略
）
ご
四
国
目
昌
に
書
き
換
え
ら
れ
た
」
か
ら
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
和
辻
博
士
に
よ
っ
て
一
巻
分
ほ
ど
の
脱
落
が
あ
る
と
さ
れ

る
問
題
の
箇
所
を
、
そ
の
ま
ま
連
続
す
る
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
に
読
む
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。

王
復
た
問
う
。
「
其
人
後
世
に
於
い
て
復
た
生
ぜ
ざ
る
は
、
今
に
於
い
て
智
有
り
て
人
よ
り
異
な
る
や
。
」
那
先
言
わ
く
「
然
り
、

人
よ
り
異
な
れ
り
。
」
王
言
わ
く
「
明
は
智
と
同
じ
と
爲
す
や
。
」
那
先
言
わ
く
「
明
は
智
と
等
し
き
耳
。
」
王
言
わ
く
「
人
、
明
・
智

有
ら
ば
、
能
く
悉
く
知
る
は
、
衆
事
の
（
五
事
を
）
作
す
や
、
一
事
の
五
事
を
成
す
や
。
」
那
先
言
わ
く
「
衆
事
を
作
す
の
所
成
に
し

て
、
一
に
非
ず
。
書
え
ば
一
地
に
穀
を
種
う
れ
ば
、
其
の
生
じ
る
時
に
當
り
て
は
、
各
各
自
ず
か
ら
種
類
を
生
ず
る
が
ご
と
し
。
人

身
の
五
事
も
皆
衆
事
を
用
い
て
各
所
成
有
る
な
り
。
」

こ
の
よ
う
に
読
ん
だ
上
で
氏
は
、
こ
こ
で
、
王
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
苦
悩
を
減
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
「
衆
事
（
様
々
な
業
）
」
に
基

づ
い
て
、
五
根
・
五
力
の
修
行
を
な
し
て
「
悉
く
知
る
こ
と
（
一
切
知
）
」
が
生
じ
る
の
か
、
「
一
事
（
昔
・
智
）
」
に
基
づ
い
て
五
根
・
五

⑫

力
の
修
行
を
な
し
て
「
悉
く
知
る
こ
と
（
一
切
知
）
」
が
生
じ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
言
う
。
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
以

下
に
氏
の
読
み
方
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

四
脱
落
が
な
い
と
し
た
場
合

5



ず
る
や
」
と
、
「
寧
」
が
「
能
悉
知
衆
事
」
と
「
作
一
事
成
五
事
」
と
を
対
比
す
る
こ
と
を
示
す
問
い
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ

う
読
ん
だ
場
合
に
は
「
作
一
事
成
五
事
」
の
意
味
が
不
明
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
博
士
は
こ
こ
に
脱
落
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
羽
塚
氏

は
こ
こ
に
脱
落
が
な
い
も
の
と
し
て
、
「
寧
」
が
「
衆
事
作
」
と
．
事
成
五
事
」
と
を
対
比
す
る
こ
と
を
示
す
問
い
と
し
て
読
む
。
こ
の

読
み
方
は
多
分
に
強
引
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
本
来
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
「
寧
」
は
「
能
悉
知
」
の
後
、
「
衆
事
作
一
事

成
五
事
耶
」
の
前
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
「
寧
」
の
字
の
本
経
に
お
け
る
通
常
の
使
用
法
が
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
「
五

本
来
の
文
脈
」
「
六
文
脈
の
混
乱
の
原
因
」
に
引
用
す
る
経
文
に
も
窺
え
る
。
）

氏
の
読
み
を
仮
に
正
し
い
と
見
な
し
た
場
合
に
、
王
の
問
い
の
意
味
が
ど
う
な
る
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
前
者
は
、
慧
・
智
有
る
人

は
多
く
の
事
を
行
っ
て
五
根
・
五
力
の
修
行
を
な
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
一
切
知
が
生
じ
る
か
を
問
う
も
の
と
な
り
、
後
者
は
、
薑
・
智
有

る
人
は
そ
の
一
事
（
蓋
・
智
）
に
よ
っ
て
五
根
・
五
力
の
修
行
を
な
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
一
切
知
が
生
じ
る
か
を
問
う
質
問
と
な
る
。
そ

う
す
る
と
こ
こ
に
は
、
衆
事
を
為
す
こ
と
に
よ
っ
て
五
根
・
五
力
を
修
行
し
て
一
切
知
が
生
じ
る
の
か
、
一
事
を
為
す
こ
と
に
よ
っ
て
五

根
・
五
力
を
修
行
し
て
一
切
知
が
生
じ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
一
切
知
の
生
ず
る
原
因
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

し
か
し
こ
の
日
二
人
の
間
で
な
さ
れ
た
問
答
が
、
「
沙
門
の
修
行
の
目
的
が
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
に
対
し
て
ナ
ー

ガ
セ
ー
ナ
比
丘
が
「
世
間
の
苦
を
棄
て
後
世
の
苦
を
受
け
な
い
こ
と
」
で
あ
る
と
答
え
た
こ
と
で
開
始
さ
れ
、
こ
こ
の
段
落
に
至
っ
て
「
慧
」

と
「
智
」
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
先
ず
初
め
に
沙
門
の
目
的
が
解
脱
に
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
、

そ
れ
に
関
連
し
て
輪
廻
転
生
と
解
脱
の
原
因
が
述
べ
ら
れ
、
次
に
解
脱
に
至
る
五
效
事
等
の
修
行
法
が
論
じ
ら
れ
、
修
行
を
完
成
し
て
解

脱
す
る
人
が
「
慧
」
と
「
智
」
と
を
獲
得
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
同
一
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
こ
こ
の
段
落
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
文
脈
に
お
い
て
話
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
沙
門
の
修
行
の
目
的
が
解
脱
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
を

実
現
す
る
も
の
が
恩
愛
・
貧
欲
を
断
ず
る
「
言
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
「
言
」
は
も
は
や
結
生
し
な
い
こ
と
を
自
ら
知
る
「
智
」

に
な
る
ｃ
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と
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
る
ま
で
「
一
切
知
」
は
ま
っ
た
く
話
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
る
に
羽
塚
氏
は
、
こ
こ
で
は
菫
・
智
を
生
じ
た
人
の
「
一

切
知
」
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
と
言
う
。
氏
が
そ
う
主
張
す
る
根
拠
は
Ⅲ
‐
型
に
．
切
知
」
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
（
氏
が
そ

う
主
張
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
）
。
確
か
に
そ
こ
に
は
仏
の
一
切
知
が
話
題
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
至
っ
て
初
め

て
話
題
に
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
Ⅲ
‐
型
は
こ
こ
よ
り
か
な
り
後
の
段
落
で
あ
る
。
し
か
も
Ⅲ
‐
型
に
お
い
て
説
か
れ
る
一
切
知

は
解
脱
を
獲
得
す
る
た
め
の
知
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
仏
が
「
弟
子
を
導
く
た
め
の
知
識
」
と
し
て
論
議
さ
れ
て
い
る
。
そ

う
い
う
知
が
、
「
解
脱
を
獲
得
す
る
た
め
の
知
」
を
論
ず
る
場
で
突
如
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
明
・
智
が
備
わ
る
と
き
に
当
然
生
ず
べ

き
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
は
、
経
の
文
脈
を
大
き
く
逸
脱
す
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

か
れ
て
い
る
。

⑬

Ａ
本
：
王
復
問
那
先
言
。
佛
寧
悉
知
去
事
甫
始
當
來
事
耶
。
那
先
言
。
然
。
佛
悉
知
之
。

⑭

Ｂ
本
：
王
復
問
那
先
。
佛
寧
悉
知
去
事
甫
始
當
來
事
耶
。
那
先
言
。
然
。
佛
悉
知
之
。

パ
ー
リ
本
：
団
司
目
角
喜
煙
員
の
ロ
樹
尉
の
口
四
宮
屋
冒
困
ｇ
目
引
切
号
冨
呂
切
削
司
言
・

こ
の
段
落
に
お
い
て
、
Ａ
・
Ｂ
両
本
共
に
「
悉
知
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
語
は
、
パ
ー
リ
本
で
は
の
四
与
昌
目
（
一
切
知
者
）
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
こ
と
は
他
の
段
落
に
も
適
応
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
Ａ
本
Ⅲ
‐
１
の
「
人
有
明
智
寧
能
悉
知
衆
事
」
と
そ
れ
に
対
応
す
る
Ｂ
本
Ⅱ

１
の
「
有
智
明
者
寧
悉
知
萬
事
不
」
に
も
共
に
「
悉
知
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
「
悉
知
」
の
語
は
ｍ
四
与
島
目

３
一
切
知
を
主
題
と
す
る
根
拠

羽
塚
氏
が
こ
の
段
落
に
お
い
て
一
切
知
が
主
題
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
根
拠
は
Ⅲ
型
の
一
文
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
説

ハ
ー
リ
本
・
・
団
司⑮

め
ゆ
・
口
ｍ
Ｑ
印
切
切
削
ぐ
剖
言
．

四
Ｈ
ｐ
ｍ
ｐ
Ｈ
ｍ
昏
倒
獄
倒
一
四
岸
）
ず
四
ｍ
ｍ
く
い
計
画
の
ゆ
ず
｛
）
騨
副
剴
国
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（
一
切
知
者
）
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
ゆ
え
に
「
明
・
智
有
ら
ば
、
能
く
悉
く
知
る
（
悉
知
）
は
、
衆
事
の
（
五
事
を
）
作
す
や
云
々
」
８

⑯

と
い
う
文
章
も
一
切
知
を
主
題
と
す
る
、
と
い
う
の
が
氏
の
考
え
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
氏
は
、
已
に
述
べ
た
よ
う
に
、
従
来
脱
落
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
Ａ
本
Ⅲ
‐
１
の
「
人
有
明
智
寧
能
悉
知
衆
事
。
作
一
事

成
五
事
耶
云
々
」
を
完
全
な
文
章
で
あ
る
と
考
え
、
Ｂ
本
Ⅱ
‐
１
の
「
有
智
明
者
寧
悉
知
萬
事
不
」
以
降
の
文
章
を
、
Ａ
本
Ⅲ
‐
１
の
「
悉

知
」
の
語
を
取
り
込
ん
で
後
世
に
増
広
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
氏
は
、
Ａ
本
Ⅲ
‐
１
の
冒
頭
部
分
は
、
Ｂ
本
の
有
智
明
者
寧
悉
知
萬

事
不
に
対
応
し
、
パ
ー
リ
本
の
母
四
ｍ
ｍ
：
目
四
国
ロ
‐
目
の
ご
画
邑
目
“
日
“
画
滞
ぐ
砦
自
目
屋
眉
目
目
…
の
○
．
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
る
。
そ
し

て
、
Ⅲ
‐
型
で
Ａ
・
Ｂ
両
本
共
に
「
悉
知
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
語
が
パ
ー
リ
本
で
は
協
喜
昌
引
（
一
切
知
者
）
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
根
拠

に
し
て
、
こ
こ
で
も
Ａ
・
Ｂ
両
本
共
に
「
悉
知
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
現
存
の
パ
ー
リ
本
で
は
：
の
ｏ
：
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
本

来
は
…
８
閏
喜
目
目
：
と
あ
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
パ
ー
リ
本
が
そ
う
な
っ
て
い
た
と
は
考
え
雌
い
。
パ
ー
リ
本
で
は
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
尊
者
よ
、
智
が
生
じ
た
人
に
は
、
そ
れ
と
同
一
の
慧
が
生
じ
る
と
し
て
、
そ
の
人
（
い
○
）
は
迷
う
の
で
し
ょ
う
か
（
の
陣
日
日
巨
喜
の
ご
画
）
、

そ
れ
と
も
迷
わ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
」
「
大
王
よ
、
或
る
事
柄
に
関
し
て
は
迷
い
、
或
る
事
柄
に
関
し
て
は
迷
わ
な
い
で
し
ょ
う
。
」

「
尊
者
よ
、
ど
う
い
う
事
柄
に
関
し
て
迷
い
、
ど
う
い
う
事
柄
に
関
し
て
迷
わ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
」
「
大
王
よ
、
未
知
の
技
術
の

領
域
や
、
あ
る
い
は
ま
だ
行
っ
た
こ
と
の
な
い
地
方
や
、
あ
る
い
は
曾
て
聞
い
た
こ
と
の
な
い
名
前
や
表
現
に
関
し
て
は
迷
う
で
し

ょ
う
。
」
「
尊
者
よ
、
ど
う
い
う
事
柄
に
関
し
て
迷
わ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
」
「
大
王
よ
、
彼
の
智
に
よ
っ
て
、
無
常
で
あ
る
と
か
、

苦
で
あ
る
と
、
非
我
で
あ
る
と
し
た
も
の
に
関
し
て
は
迷
わ
な
い
で
し
ょ
う
。
」

羽
塚
氏
は
智
・
言
（
明
・
智
）
が
生
じ
た
「
そ
の
人
」
（
の
○
）
の
語
が
本
来
は
「
そ
の
一
切
知
者
」
（
“
ｏ
い
四
喜
昌
目
）
と
い
う
語
で
あ
っ
た
と

言
う
。
し
か
し
こ
こ
に
は
、
智
・
言
が
生
じ
た
「
そ
の
人
」
に
、
未
知
の
技
術
の
領
域
や
、
ま
だ
行
っ
た
こ
と
の
な
い
地
方
や
、
曾
て
聞
い
た
こ
と
の
な
い

名
前
や
表
現
の
存
在
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
「
そ
の
人
」
が
一
切
知
者
と
見
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て



は
な
い
と
言
う
の
か
も
知
れ
な
い
。

然
。
佛
悉
知
之
」
と
説
か
れ
て
い
上

あ
る
と
さ
れ
る
以
上
、
や
は
り
こ
｝

す
る
根
拠
は
成
り
立
た
な
い
。

も
、
「
悉
知
」
と
い
う
語
が
困
与
目
目
（
一
切
知
者
）
と
対
応
し
、
そ
ゆ
え
に
「
明
・
智
有
ら
ぱ
、
能
く
悉
く
知
る
（
悉
知
）
は
、
衆
事
の
（
五
事
を
）
作

す
や
云
々
」
と
い
う
文
章
も
一
切
知
を
主
題
と
す
る
、
と
い
う
氏
の
想
定
は
成
り
立
た
な
い
。

あ
る
い
は
一
切
知
を
宿
命
知
・
生
死
知
・
漏
尽
知
の
三
明
を
指
す
も
の
と
考
え
て
、
未
知
の
技
術
の
領
域
や
、
ま
だ
行
っ
た
こ
と
の
な

い
地
方
や
、
曾
て
聞
い
た
こ
と
の
な
い
名
前
や
表
現
の
よ
う
な
、
三
明
の
対
象
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
知
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
矛
盾

は
な
い
と
言
う
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
し
て
も
Ⅲ
‐
型
の
Ａ
本
に
「
王
復
問
那
先
言
。
佛
寧
悉
知
去
事
甫
始
當
來
事
耶
。
那
先
言
。

然
。
佛
悉
知
之
」
と
説
か
れ
て
い
た
よ
う
に
「
一
切
知
者
は
、
過
去
の
事
柄
も
、
現
在
の
事
柄
も
未
来
の
事
柄
も
悉
く
知
っ
て
い
る
者
で

あ
る
と
さ
れ
る
以
上
、
や
は
り
こ
こ
に
一
切
知
者
の
語
を
補
う
こ
と
は
矛
盾
を
き
た
す
。
ゆ
え
に
こ
こ
の
主
題
が
一
切
知
で
あ
る
と
主
張

問
題
の
脱
落
が
あ
る
と
さ
れ
る
箇
所
に
本
来
述
べ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
文
脈
は
、
和
辻
博
士
に
よ
れ
ば
、
こ
の
Ｂ
本
上
巻
の
終

わ
り
近
く
に
説
か
れ
る
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

王
復
言
。
其
人
於
後
世
不
復
生
者
於
今
寧
有
智
異
於
人
不
。
那
先
言
。
然
。
有
智
異
於
人
。
王
言
。
寧
能
有
明
不
。
那
先
言
。
然

有
明
。
王
言
。
智
與
明
有
異
同
乎
。
那
先
言
。
智
與
明
等
耳
。
王
言
。
有
智
明
者
寧
悉
知
萬
事
不
寧
有
所
不
及
知
不
。
那
先
言
。
人

智
有
所
及
有
所
不
及
。
王
言
。
何
等
爲
智
有
所
及
有
所
不
及
。
那
先
言
。
人
前
所
不
學
前
所
不
及
知
。
人
前
所
學
前
所
及
知
。
智
者

⑰

所
見
人
及
萬
物
皆
當
過
去
歸
空
不
得
自
在
。
人
心
所
負
樂
皆
種
苦
本
從
是
致
苦
。
慧
者
知
非
常
成
敗
之
事
。
是
智
爲
異
於
人
。

王
復
た
言
う
。
其
の
人
後
世
に
お
い
て
復
た
生
ぜ
ざ
れ
ぱ
、
今
に
於
て
寧
ろ
智
有
り
て
人
に
於
て
異
る
や
不
や
。
那
先
言
う
。
然

り
、
智
有
り
て
人
に
於
て
異
る
。
王
言
う
。
寧
ろ
能
く
明
有
る
や
不
や
。
那
先
言
う
。
然
り
、
明
有
り
。
王
言
う
。
智
と
明
と
異
り

有
り
や
同
な
り
や
。
那
先
言
う
。
智
と
明
と
等
し
き
の
み
。

五
本
来
の
文
脈
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王
言
う
。
智
明
有
る
者
は
寧
ろ
万
事
を
悉
く
知
る
や
不
や
。
寧
ろ
知
る
及
ば
ざ
る
所
有
る
や
不
や
。
那
先
言
う
。
人
智
の
及
ぶ
所

有
り
及
ば
ざ
る
所
有
り
。
王
言
う
。
何
等
を
か
智
の
及
ぶ
所
有
り
及
ば
ざ
る
所
有
り
と
為
す
や
。
那
先
言
う
。
人
前
に
学
ば
ざ
る
所

⑱
⑲

は
知
る
に
及
ば
ざ
る
所
な
り
。
人
前
に
学
ぶ
所
は
知
る
に
及
ぶ
所
な
り
。
智
者
の
見
る
所
、
人
及
び
万
物
は
み
な
當
に
過
ぎ
去
っ
て

空
に
帰
し
自
在
を
得
ず
。
人
心
に
貧
る
所
の
楽
は
み
な
苦
を
種
う
る
本
に
し
て
、
是
よ
り
苦
を
致
す
。
慧
者
は
非
常
成
敗
の
事
を
知

る
。
是
れ
智
を
人
に
異
な
る
と
為
す
。

い
ま
問
題
と
し
て
い
る
Ａ
本
の
当
該
の
箇
所
の
「
人
有
明
智
寧
能
悉
知
衆
事
作
一
事
成
五
事
耶
」
と
い
う
文
章
は
、
Ｂ
本
で
は
「
有
智

明
者
寧
悉
知
萬
事
不
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
な
ら
先
ほ
ど
問
題
に
し
た
「
寧
」
の
字
も
「
悉
知
萬
事
」
と
「
不
」
と
を
対
比
し
て
問
う

も
の
と
し
て
し
か
る
べ
き
位
置
に
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
王
の
質
問
の
内
容
は
、
解
脱
を
も
た
ら
す
智
明
が
万
事
を
悉
く
知
る
知
（
一

切
知
）
で
あ
る
か
否
か
を
問
う
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
前
述
の
よ
う
に
、
羽
塚
氏
の
読
み
方
に
よ
れ
ば
、
こ
の
智
明
（
Ａ

本
で
は
明
智
）
は
巳
に
一
切
知
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
上
で
、
そ
れ
の
生
ず
る
原
因
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、

⑳

智
明
は
一
切
知
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
一
切
知
で
あ
る
こ
と
は
前
提
と
さ
れ
て
い
な
い
。
も
し
羽
塚
氏
が
考
え
て
い
る
よ
う
に

〃
慧
・
智
が
生
じ
た
人
に
は
、
「
悉
知
（
の
号
闘
目
）
」
と
い
う
力
が
備
わ
る
こ
と
〃
が
経
中
で
前
提
と
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
上
で
い
ま
問
題

と
し
て
い
る
段
落
で
〃
修
行
の
完
成
し
た
人
の
一
切
知
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
〃
の
で
あ
れ
ば
、
い
ま
引
用
し
た
Ｂ
本
の
よ
う
に
智
明
が

一
切
知
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
、
別
訳
で
あ
る
と
は
い
え
、
同
一
の
経
典
の
中
で
改
め
て
問
題
と
な
る
は
ず
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
Ａ
本
を
脱
落
が
な
い
と
見
な
し
た
場
合
に
生
ず
る
、
「
寧
」
の
位
置
に
示
さ
れ
る
王
の
問
い
の
文
章
の
不
自
然
さ
か
ら

し
て
も
、
ま
た
問
い
の
内
容
の
不
可
解
さ
か
ら
し
て
も
、
脱
落
が
あ
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
段
落
に
は
解
脱
に
導
く
智
慧
が
説
か
れ
て
お
り
、
そ
の
智
慧
が
「
人
及
び
万
物
は
み
な
當
に
過
ぎ
去
っ
て
空
に
帰
し
自
在
を
得
ず
。

人
心
に
貧
る
所
の
楽
は
み
な
苦
を
種
う
る
本
に
し
て
、
是
よ
り
苦
を
致
す
。
芸
者
は
非
常
成
敗
の
事
を
知
る
」
こ
と
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。

Ａ
本
の
脱
落
箇
所
に
は
、
こ
の
よ
う
な
輪
廻
転
生
か
ら
解
脱
す
る
智
慧
を
説
明
す
る
文
章
が
あ
っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
、
通
常
人
が
物
事

l(）



を
認
識
す
る
場
合
の
眼
耳
鼻
舌
身
の
五
識
を
話
題
と
す
る
文
章
が
続
く
と
考
え
る
よ
り
も
、
文
脈
上
は
る
か
に
妥
当
で
あ
る
。
（
羽
塚
氏

⑳

は
五
事
を
五
識
で
は
な
く
五
效
事
を
指
す
も
の
と
解
す
る
。
そ
の
こ
と
が
正
し
く
な
い
こ
と
は
後
に
改
め
て
論
ず
る
・
）

そ
れ
で
は
「
王
言
う
。
人
明
智
有
り
、
寧
ろ
能
く
悉
く
衆
事
を
知
り
、
一
事
を
作
し
て
五
事
を
成
ず
る
ゃ
云
々
」
と
い
う
文
章
は
な
ぜ

こ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
和
辻
博
士
は
、
こ
の
文
章
は
Ｂ
本
中
巻
の
終
わ
り
近
く
に
あ
る
文
章
が
ま
ぎ
れ
込
ん

で
来
た
も
の
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
と
言
う
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

王
復
問
那
先
。
凡
人
身
中
五
知
作
衆
事
所
成
耶
。
作
一
事
成
五
知
耶
。
那
先
言
。
作
衆
事
所
成
。
非
一
事
所
成
也
。
害
如
一
地
五

穀
當
生
時
各
各
自
生
動
〔
種
に
訂
正
〕
類
人
身
中
五
事
皆
用
衆
事
各
所
生
。
王
言
。
善
哉
善
哉
。

王
復
た
那
先
に
問
う
。
凡
そ
人
身
中
の
五
知
は
衆
事
を
作
し
て
成
ず
る
所
な
り
ゃ
、
一
事
を
作
し
て
五
知
を
成
ず
る
ゃ
。
那
先
言

う
。
衆
事
を
作
し
て
成
ず
る
所
に
し
て
、
一
事
を
作
し
て
成
ず
る
所
に
非
る
な
り
。
書
え
ば
、
一
地
に
五
穀
生
ず
る
時
に
當
っ
て
各

＠

各
自
ら
〔
其
の
〕
種
類
を
生
ず
る
が
如
し
。
人
身
中
の
五
事
み
な
衆
事
を
用
っ
て
各
生
ず
る
所
な
り
。
王
言
う
。
善
哉
、
善
哉
。

確
か
に
博
士
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
両
者
は
そ
の
出
始
め
が
、
Ａ
本
で
は
「
人
明
智
有
り
、
寧
ろ
能
く
悉
く
衆
事
を
知
る
や
、
一
事
を

作
し
て
五
事
を
成
ず
る
や
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
Ｂ
本
で
は
「
凡
そ
人
身
中
の
五
知
は
衆
事
を
作
し
て
成
ず
る
所
な
り
や
、
一
事
を
作

し
て
五
知
を
成
ず
る
や
」
と
な
っ
て
い
る
以
外
は
、
翻
訳
上
の
わ
ず
か
の
相
違
を
除
け
ば
す
べ
て
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
こ
に

Ｂ
本
の
文
章
が
ま
ぎ
れ
込
ん
で
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

和
辻
博
士
は
、
Ａ
本
の
こ
の
箇
所
の
出
始
め
は
、
本
来
は
Ｂ
本
上
巻
の
終
わ
り
近
く
に
あ
る
よ
う
に
「
智
明
有
る
者
は
寧
ろ
万
事
を
悉

く
知
る
や
不
や
。
寧
ろ
知
る
及
ば
ざ
る
所
有
る
や
不
や
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
後
に
「
人
明
智
有
り
、
寧
ろ
能
く
悉
く
衆
事
を
知
る
や
、

一
事
を
作
し
て
五
事
を
成
ず
る
や
」
に
写
し
変
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
そ
う
変
え
ら
れ
た
か
。
博
士
は
そ
の
理
由
を
次
の

六
文
脈
の
混
乱
の
原
因

11



王
言
う
。
明
と
智
と
同
じ
と
為
す
や
不
や
。
那
先
言
う
。
明
と
智
と
等
し
き
の
み
。
王
言
う
。
人
明
智
有
り
、
寧
ろ
能
く
悉
く
衆
事

を
知
る
や
（
否
や
）
＊
＊
＊
＊
一
事
を
作
し
て
五
事
を
成
ず
る
や
。

脱
落
を
写
経
の
途
中
に
起
っ
た
き
わ
め
て
機
械
的
な
錯
簡
と
す
る
推
測
に
は
、
い
さ
さ
か
疑
問
の
余
地
が
あ
る
が
、
Ａ
本
の
問
題
の
箇
所

あ
ろ
う
ｃ
そ
う
だ
‐

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

先
に
博
士
は
「
Ｂ
本
の
文
章
が
ま
ぎ
れ
込
ん
で
来
た
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
以
上
の
説
明
か
ら
す
れ
ば
む
し
ろ
、
本
来
Ａ
本
に
も
存
在

し
て
い
た
、
Ｂ
本
と
同
様
の
文
脈
の
文
章
が
、
写
経
の
途
中
で
脱
落
し
た
と
い
う
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
本
来
は
「
智
明
あ
る

者
は
万
事
を
悉
く
知
る
か
否
か
」
と
い
う
こ
と
を
話
題
と
す
る
文
脈
の
文
章
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
写
経
者
が
、
「
万
事
」
と
い
う

言
葉
の
連
想
か
ら
「
五
知
は
衆
事
を
作
し
て
成
ず
る
所
な
り
や
云
々
」
と
い
う
問
い
の
方
へ
注
意
を
そ
ら
し
た
た
め
に
、
そ
の
間
の
一
巻

分
を
飛
ば
し
て
書
写
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
脱
落
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
和
辻
博
士
の
推
測
は
、
写
経
者
が
「
智
明
あ
る
者
は
万
事

を
悉
く
知
る
か
否
か
。
知
る
及
ば
ざ
る
所
が
あ
る
か
否
か
」
と
王
が
問
う
箇
所
ま
で
写
経
を
進
め
て
来
た
時
に
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
て

仕
事
を
中
断
し
、
改
め
て
作
業
を
開
始
し
よ
う
と
し
て
続
き
の
箇
所
を
探
し
、
そ
れ
ま
で
の
文
章
と
よ
く
似
た
、
一
巻
分
ほ
ど
先
の
「
五

知
は
衆
事
を
作
し
て
成
ず
る
所
な
り
や
云
々
」
と
い
う
文
章
を
見
つ
け
て
書
写
を
再
開
し
た
と
い
う
よ
う
な
状
況
を
想
定
し
て
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
脱
落
箇
所
は
「
衆
事
」
の
語
の
後
に
あ
る
と
考
え
て
そ
れ
を
示
す
＊
＊
＊
＊
の
記
号
を
次
の
よ
う
に
移
動

よ
う
に
説
明
す
る
。

Ａ
本
で
は
、
明
智
あ
る
者
は
こ
と
ご
と
く
衆
事
を
知
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
智
の
及
ば
な
い
所
が
あ
る
か
と
い
う
問
い
の
途
中

、
、

ま
で
来
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
衆
事
と
い
う
言
葉
の
連
想
か
ら
、
五
事
は
衆
事
を
作
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
る
か
ど

う
か
と
い
う
問
い
の
方
に
移
り
行
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
Ａ
本
は
一
挙
に
一
巻
分
の
問
答
を
脱
落
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
写
経
の
途
中
に
起
っ
た
き
わ
め
て
機
械
的
な
錯
簡
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
原
典
の
相
異
な
ど
と
は
関
係
な

い
の
で
あ
る
。

12



以
上
の
よ
う
に
検
討
し
て
く
る
と
、
Ａ
本
に
脱
落
が
あ
る
と
す
る
従
来
の
考
え
方
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
疑
え
な
い
。
そ
し
て

⑳

脱
落
箇
所
の
文
脈
を
Ｂ
本
に
よ
っ
て
補
っ
て
読
む
と
き
（
実
際
、
国
訳
一
切
経
は
そ
う
し
て
い
る
！
）
、
羽
塚
氏
が
Ａ
本
の
問
題
の
箇
所
を

脱
落
の
な
い
「
一
續
き
の
問
答
」
と
見
な
す
根
拠
と
し
た
「
五
事
は
五
效
事
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
の
成
立
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な

る
。
い
ま
上
で
述
べ
た
よ
う
に
「
人
明
智
有
り
、
寧
ろ
能
く
悉
く
衆
事
を
知
り
、
一
事
を
作
し
て
五
事
を
成
ず
る
や
云
々
」
と
い
う
語
は
、

Ｂ
本
中
巻
の
終
わ
り
近
く
に
あ
る
文
章
が
ま
ぎ
れ
込
ん
で
来
た
も
の
で
あ
る
。
煩
わ
し
く
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
改
め
て
そ
の

王
復
た
那
先
に
問
う
。
凡
そ
人
身
中
の
五
知
は
衆
事
を
作
し
て
成
ず
る
所
な
り
や
、
一
事
を
作
し
て
五
知
を
成
ず
る
や
。
那
先
言

う
。
衆
事
を
作
し
て
成
ず
る
所
に
し
て
、
一
事
を
作
し
て
成
ず
る
所
に
非
る
な
り
。
書
え
ば
、
一
地
に
五
穀
生
ず
る
時
に
當
っ
て
各

各
自
ら
〔
其
の
〕
種
類
を
生
ず
る
が
如
し
。
人
身
中
の
五
事
み
な
衆
事
を
用
っ
て
各
生
ず
る
所
な
り
。
王
言
う
。
善
哉
、
善
哉
。

こ
こ
で
は
五
事
は
五
知
と
も
さ
れ
て
い
る
。
パ
ー
リ
本
で
は
共
に
冨
胃
煙
‐
母
四
ｓ
目
日
で
あ
る
。
こ
こ
で
王
が
五
知
に
つ
い
て
尋
ね
た

の
は
、
そ
の
前
の
段
落
で
塩
を
例
に
出
し
て
、
そ
の
塩
か
ら
さ
が
舌
の
対
象
領
域
で
あ
り
、
重
さ
が
触
覚
の
対
象
領
域
で
あ
る
よ
う
に
、

五
根
の
対
象
領
域
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
こ
と
が
説
か
れ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
王
は
「
凡
そ
人
身
中
の
五
知
は

衆
事
を
作
し
て
成
ず
る
所
な
り
や
、
一
事
を
作
し
て
五
知
を
成
ず
る
や
」
と
、
五
根
が
そ
れ
ぞ
れ
対
象
を
異
に
し
て
生
ず
る
理
由
を
尋
ね

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
は
、
五
つ
の
種
が
そ
れ
ぞ
れ
の
苗
を
生
じ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
業
（
衆

事
）
が
五
根
の
そ
れ
ぞ
れ
を
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
業
（
一
事
）
が
五
根
す
べ
て
を
生
じ
る
の
で
は
な
い
と
答
え
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
こ
こ
に
は
五
效
事
の
よ
う
な
修
行
法
は
な
ん
ら
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
五
知
あ
る
い
は
五
事
が
五
根
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
一

箇
所
を
見
て
み
た
い
。

に
脱
落
が
あ
る
と
す
る
博
士
の
説
明
は
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

七
五
事
は
五
效
事
で
は
な
い
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さ
ら
に
、
漢
訳
に
「
人
身
中
の
五
知
」
と
か
「
人
身
中
の
五
事
」
と
パ
ー
リ
本
に
は
な
い
「
人
身
中
」
の
と
い
う
語
が
付
さ
れ
て
い
る
の

も
、
五
知
・
五
事
が
眼
等
の
五
根
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
訳
者
の
工
夫
で
あ
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
大
正
大
蔵
経
の
論
集
部
の
索
引
に
よ
れ
ば
、
本
経
に
五
知
が
出
る
の
は
こ
の
箇
所
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
同
じ
Ｂ
本
中
巻
の
中

⑳

頃
に
六
知
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
も
パ
ー
リ
本
で
は
母
回
国
目
昌
で
あ
る
。
ま
た
、
同
索
引
に
よ
れ

ば
、
五
事
も
、
わ
れ
わ
れ
が
問
題
と
し
て
い
る
箇
所
に
用
い
ら
れ
る
以
外
に
は
、
他
の
箇
所
で
「
人
の
無
我
」
を
教
え
る
た
め
に
「
顔
色
．

⑮

苦
楽
・
善
悪
・
身
・
心
（
パ
ー
リ
本
で
は
五
蒋
）
の
五
事
が
そ
の
ま
ま
那
先
で
は
な
い
」
と
説
く
場
合
に
用
い
ら
れ
る
の
と
、
こ
こ
で
「
人

身
中
の
五
知
」
「
人
身
中
の
五
事
」
と
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ゆ
え
に
問
題
の
箇
所
に
現
わ
れ
る
五
事
を
、
五
蔑

が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
業
（
衆
事
）
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
か
一
つ
の
業
（
一
事
）
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
か
と
尋
ね
ら
れ
た
も
の
と
し
て
五
穂

を
指
す
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
し
て
も
、
修
行
法
と
し
て
の
五
效
事
（
五
根
・
五
力
）
を
指
す
も
の
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

や
は
り
五
知
つ
ま
り
眼
等
の
五
根
（
冨
胃
“
‐
副
画
国
目
昌
）
を
指
す
も
の
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

画

羽
塚
氏
は
「
Ｉ
に
お
け
る
修
行
論
は
五
根
・
五
力
を
中
心
に
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
」
と
言
う
。
し
か
し
Ｉ
で
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
が
解
脱

の
方
法
と
し
て
王
に
教
え
た
の
は
、
先
ず
「
人
一
心
に
正
法
を
念
じ
智
慧
及
び
余
の
善
事
あ
ら
ぱ
後
世
復
た
生
ぜ
ず
」
と
い
う
言
葉
に
示

さ
れ
る
よ
う
に
、
一
心
念
正
法
辱
ｏ
己
の
○
日
四
目
“
尉
国
）
と
智
慧
（
冨
副
巴
と
余
の
善
事
と
で
あ
る
。
余
の
善
事
は
そ
の
後
に
、
誠
信
（
“
“
住
冨
）
・

孝
順
（
邑
幽
）
・
精
進
（
ぐ
旨
冨
）
・
念
善
（
の
煙
巳
・
一
心
（
“
四
目
且
宮
）
・
智
慧
（
圖
副
巴
の
六
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
智
慧
が
重

複
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
そ
の
理
由
は
示
さ
れ
な
い
。
こ
れ
ら
八
あ
る
い
は
七
が
修
行
法
で
あ
る
が
、
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
は
余
の
善
事
と

し
て
挙
げ
た
六
つ
の
項
目
を
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
Ｉ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
修
行
論
は
こ
れ
ら
六
項
目
を
中
心
と
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
信
・
精
進
・
念
・
定
・
言
か
ら
な
る
五
根
・
五
力
を
中
心
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
五
根
・
五
力
つ
ま
り
五
效
事
は
、
四

八
Ｉ
に
お
け
る
修
行
論
の
中
心
は
五
效
事
（
五
根
・
五
力
）
で
は
な
い
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念
処
や
四
正
断
を
初
め
と
す
る
三
十
七
道
品
か
ら
成
る
「
孝
順
」
の
中
の
一
つ
の
徳
目
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
孝
順
の
説

明
箇
所
を
除
け
ば
誠
信
を
初
め
と
す
る
「
余
の
善
事
」
の
修
行
項
目
中
に
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
Ｉ
に
お
け
る
修
行
論
の

中
心
を
成
し
て
い
る
と
は
決
し
て
言
え
な
い
。
修
行
論
の
中
心
を
な
す
の
は
あ
く
ま
で
も
、
誠
信
・
孝
順
（
戒
）
・
精
進
・
念
善
・
一
心
・

智
慧
の
「
余
の
善
事
」
の
六
項
目
、
あ
る
い
は
パ
ー
リ
本
で
は
智
慧
を
除
く
戒
・
信
・
精
進
・
念
・
定
の
五
項
目
で
あ
り
、
五
根
で
は
な

い
。
五
根
が
有
力
な
修
行
法
と
し
て
言
及
さ
れ
る
の
は
、
氏
が
後
世
の
増
広
部
分
と
考
え
る
Ⅱ
‐
１
の
段
落
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
も

パ
ー
リ
本
で
は
五
根
と
な
っ
て
い
る
が
、
Ｂ
本
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

王
言
。
何
等
爲
五
善
。
那
先
言
。
一
者
信
善
有
悪
。
二
者
不
設
經
戒
。
三
者
精
進
。
四
者
有
慧
念
善
。
五
者
一
心
念
道
。
爲
是
五

善
。
人
能
奉
行
是
五
善
者
。
便
得
智
慧
便
知
身
及
萬
物
非
常
。
便
知
苦
不
得
自
在
。
便
知
空
無
所
有
。

王
言
う
。
何
等
を
か
五
善
と
為
す
や
。
那
先
言
う
。
一
は
善
を
信
ず
（
有
悪
）
。
二
は
經
戒
を
穀
ら
ざ
る
。
三
は
精
進
。
四
は
慧

有
り
て
善
を
念
ず
。
五
は
一
心
に
道
を
念
ず
。
是
を
五
善
と
為
す
。
人
能
く
是
の
五
善
を
奉
行
せ
ば
、
便
ち
智
慧
を
得
。
便
ち
身
及

⑳

び
万
物
の
非
常
な
る
を
知
る
。
便
ち
苦
に
し
て
自
在
を
得
ざ
る
を
知
る
。
便
ち
空
無
所
有
を
知
る
。

こ
こ
に
説
か
れ
る
五
善
と
智
慧
と
が
「
余
の
善
事
」
に
相
当
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ゆ
え
に
五
效
事
を
述
べ
る
も
の
で
は
な
い

初
期
経
典
に
説
か
れ
る
修
行
法
が
三
十
七
菩
提
分
法
へ
と
次
第
に
整
理
さ
れ
、
や
が
て
阿
毘
達
磨
論
書
に
お
い
て
五
根
・
五
力
の
い
ず

⑳

れ
か
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
る
に
至
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
パ
ー
リ
本
巨
筐
且
砦
目
目
が
戒
・
信
・
精
進
・
念
・

定
の
五
項
目
を
五
根
と
す
る
こ
と
に
も
そ
の
影
響
の
跡
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
漢
訳
Ａ
・
Ｂ
本
で
は
ま
だ
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。

「
余
の
善
事
」
の
六
項
目
は
そ
の
中
に
五
根
・
五
力
を
含
み
、
や
が
て
そ
の
修
行
法
へ
と
展
開
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
も
し
漢
訳
「
那
先
比
丘
經
」
の
発
展
段
階
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
「
余
の
善
事
」
の
六
項
目
か
ら
な
る
修
行
法
を
説
く
本
経
は
、

五
根
・
五
力
を
中
心
と
す
る
修
行
法
を
述
べ
る
経
典
の
前
段
階
に
あ
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

15



羽
塚
氏
の
論
文
は
、
那
先
比
丘
經
の
修
行
論
が
五
效
事
（
五
根
・
五
力
）
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
も
の
と
す
る
想
定
に
基
づ
き
、
脱
落

が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
Ａ
本
を
、
従
来
の
説
を
排
し
て
連
続
す
る
記
述
と
し
て
読
み
得
る
こ
と
を
論
証
せ
ん
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
そ

の
想
定
を
確
か
な
も
の
と
信
じ
て
、
意
味
の
通
じ
難
い
「
人
明
智
有
り
、
寧
ろ
能
く
悉
く
衆
事
を
知
る
や
、
一
事
を
作
し
て
五
事
を
成
ず

る
や
」
と
い
う
経
文
中
の
五
事
を
五
效
事
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
経
は
五
效
事
を
中
心
と
す
る
修
行
論
を
述
べ
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
五
事
は
、
輪
廻
転
生
か
ら
解
脱
す
る
た
め
に
実
践
さ
れ
る
五
效
事
と
い
う
修
行
論
の
用
語
で
は
な
く
、
通
常
人
が
物
事
を
認
識

す
る
場
合
の
眼
耳
鼻
舌
身
の
五
知
を
示
す
語
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
解
脱
す
る
人
の
智
慧
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
前
文
と
、
通
常
の
人
の

認
識
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
後
文
と
か
ら
な
る
経
文
は
、
文
脈
の
異
な
る
文
章
の
繋
ぎ
合
わ
せ
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
Ａ
本
に
脱
落
錯

簡
が
あ
る
と
さ
れ
る
従
来
の
説
は
依
然
と
し
て
正
当
性
を
失
わ
な
い
の
で
あ
る
。
（
二
○
○
五
年
五
月
五
日
脱
稿
）

注①
中
村
元
選
集
［
決
定
版
］
第
四
巻
『
イ
ン
ド
と
西
洋
の
思
想
交
流
」
（
春
秋
社
、
一
九
九
八
年
）
一
○
五
’
一
三
○
頁
。

②
羽
塚
高
照
「
「
那
先
比
丘
經
』
と
三
豊
且
壱
目
冨
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
「
東
方
學
」
第
百
五
輯
、
二
○
○
三
年
）
。

③
羽
塚
高
照
「
阿
含
経
典
の
発
達
過
程
と
巨
巨
己
砦
昌
冨
の
成
立
に
つ
い
て
ｌ
特
に
信
等
の
五
根
の
発
達
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
「
大
谷
大
学
大
学

院
研
究
紀
要
」
第
加
号
、
二
○
○
三
年
）
一
四
九
頁
。
氏
に
は
こ
の
他
に
冒
巨
且
各
自
菌
に
基
づ
く
次
の
論
文
が
あ
る
。
「
三
岳
且
砦
昌
冨
成
立

の
思
想
的
背
景
ｌ
結
生
（
冒
呂
協
且
言
）
の
概
念
を
中
心
と
し
て
Ｉ
（
「
パ
ー
リ
学
仏
教
文
化
学
」
第
略
号
、
二
○
○
二
年
）
。
「
冒
冒
烏
冒
目
幽
と

阿
含
経
典
と
の
関
係
に
つ
い
て
ｌ
一
切
知
者
（
の
画
牙
昌
目
）
の
概
念
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
含
印
度
哲
学
仏
教
学
』
第
旧
号
、
二
○
○
四
年
）
。

④
中
村
元
・
早
島
鏡
正
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
３
（
東
洋
文
庫
詔
、
平
凡
社
、
一
九
六
四
年
）
三
四
六
頁
。

⑤
水
野
弘
元
著
作
選
集
第
一
巻
『
仏
教
文
献
研
究
」
（
春
秋
社
、
一
九
九
六
年
）
一
八
七
’
一
八
八
頁
。

⑥
水
野
前
掲
書
一
九
四
頁
。

お

わ

り

に
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⑦
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
一

⑧
大
正
三
二
、
六
九
八
頁
一

⑨
和
辻
前
掲
書
四
六
七
頁
。

⑩
大
正
三
二
、
六
九
七
頁
｝

⑪
章
節
分
け
は
羽
塚
前
掲
垂

⑫
羽
塚
前
掲
論
文
一
五
七
言

⑬
大
正
蔵
経
に
は
那
と
あ
？

⑭
Ａ
本
、
大
正
三
二
、
七
（

⑮
両
い
］
四
目
＆
‐
旨
欝
ミ

⑯
羽
塚
前
掲
論
文
一
五
八
言

⑰
大
正
三
二
、
七
○
九
頁
Ｌ

⑱
原
典
に
は
「
前
」
の
壺
哩

⑲
原
典
に
は
「
前
」
の
至
哩

⑳
羽
塚
前
掲
論
文
一
五
七
言

④
先
き
に
述
べ
た
よ
う
に
一

知
）
は
パ
ー
リ
本
で
は
目

⑳
大
正
三
二
、
七
一
四
頁
Ｌ

⑳
論
集
部
二
、
三
四
一
頁
。

⑳
大
正
三
二
、
七
二
頁
市

⑳
大
正
三
二
、
六
九
六
頁
し

⑳
羽
塚
前
掲
論
文
一
五
七
吉

⑳
大
正
三
二
、
七
○
九
頁
由

⑳
吉
元
信
行
「
三
十
七
道
ロ

大
正
三
二
、
七
○
九
頁
中
一
三
’
一
七
。

吉
元
信
行
「
三
十
七
道
品
に
お
け
る
五
根
・
五
力
の
位
置
」
（
「
印
度
學
佛
教
學
研
究
」
第
三
十
九
巻
第
一
號
）
一
二
頁
参
照
《

大
正
三
二
、
七
二
頁
中
二
五
。

大
正
三
二
、
六
九
六
頁
上
一
六
’
二
○
、
七
○
六
頁
上
一
八
’
二
六

先
き
に
述
べ
た
よ
う
に
「
人
有
明
智
寧
能
悉
知
衆
事
作
一
事
成
五
事
耶
」
の
五
事
を
羽
塚
氏
は
五
效
事
を
指
す
と
言
う
が
、
和
辻
博
士
は
五
事
（
五

）
は
パ
ー
リ
本
で
は
冨
胃
四
‐
副
四
ｓ
目
目
と
な
っ
て
お
り
、
眼
耳
鼻
舌
身
の
五
根
を
指
す
と
言
う
。

大
正
三
二
、
七
一
四
頁
上
一
五
’
二
○
。

羽
塚
前
掲
論
文
一
五
七
頁
。

大
正
三
二
、
七
○
九
頁
上
五
一
九
’
二
九
。

原
典
に
は
「
前
」
の
語
が
あ
る
が
除
く
。

原
典
に
は
「
前
」
の
語
が
あ
る
が
除
く
。

大
正
蔵
経
に
は
那
と
あ
る
が
耶
に
訂
正
。

Ａ
本
、
大
正
三
二
、
七
○
一
頁
下
二
一
’
一
三
。
Ｂ
本
、
同
、
七
一
七
頁
中
二
’
四
。

両
い
］
巴
昌
の
具
〕
』
畠
琴
冨
島
白
惑
割
）
勺
弓
い
吊
冒
目
房
只
５
，
口
壱
剖
鰐
］
中
い
ロ

大
正
三
二
、
六
九
七
頁
下
二
’
七
。
孝
順
は
『
国
訳
一
切
経
』
の
脚
注
（
論
集
部
二
、
三
三
八
’
三
三
九
頁
注
七
六
）
に
よ
り
定
に
訂
正
。

章
節
分
け
は
羽
塚
前
掲
論
文
に
示
さ
れ
た
對
應
表
に
よ
る
。

『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
五
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
第
一
刷
、
一
九
七
七
年
第
二
刷
）
。

大
正
三
二
、
六
九
八
頁
下
五
’
二
．
こ
こ
に
揚
げ
た
経
典
の
書
き
下
し
は
和
辻
博
士
に
よ
る
も
の
を
参
考
に
し
て
筆
者
が
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

羽
塚
前
掲
論
文
一
五
七
頁
。

羽
塚
前
掲
論
文
一
五
八
頁

羽
塚
前
掲
論
文
一
五
七
頁
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