
今
日
は
『
マ
ン
ダ
ラ
と
は
何
か
」
と
い
う
題
を
出
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
ｃ

前
半
は
マ
ン
ダ
ラ
の
歴
史
的
な
沿
革
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
、
後
半
は
、
今
日
に
於
て
マ
ン
ダ
ラ
と
い
う
も
の
が
意
味
を
持
つ
な
ら
ば
、

ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
お
話
し
し
て
み
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

マ
ン
ダ
ラ
と
い
う
も
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
側
面
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
実
に
様
々
な
よ
う
に
一
般
に
は
理
解
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

例
え
ば
仏
教
芸
術
の
粋
で
あ
る
と
か
、
神
が
み
や
仏
た
ち
の
い
る
世
界
で
あ
る
と
か
と
い
っ
た
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
今
日
も
し
マ
ン
ダ
ラ
が
生
き
て
い
る
な
ら
ば
、
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
我
わ
れ
は
我
わ
れ
の
時
代
の
中
で
、
つ
ま
り

現
代
に
於
て
新
し
い
マ
ン
ダ
ラ
を
作
る
べ
き
で
あ
ろ
う
、
あ
る
い
は
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

と
は
言
え
、
マ
ン
ダ
ラ
は
歴
史
的
に
育
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
新
し
い
創
造
も
ま
た
歴
史
的
な
理
解
を
必
要
と
し
て
お
り
ま

す
。
従
い
ま
し
て
、
ま
ず
、
簡
単
に
マ
ン
ダ
ラ
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
お
話
し
し
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

印
度
思
想
史
は
、
一
般
に
六
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
第
一
期
は
紀
元
前
二
五
○
○
年
か
ら
一
五
○
○
年
、

マ
ン
ダ
ラ
と
は
何
か

立
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私
は
今
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
あ
る
い
は
密
教
と
い
う
言
葉
を
用
い
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
立
場
や
、
解
釈
が
あ
り
ま
す
が
、
今
は
こ
の
お
話

に
は
入
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
今
は
私
は
、
密
教
と
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
を
同
義
に
用
い
て
お
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
「
仏

教
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
」
或
い
は
「
仏
教
〔
的
〕
密
教
」
と
い
う
些
か
耳
慣
れ
な
い
言
葉
も
使
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら

一斗

9 こ
れ
は
イ
ン
ダ
ス
文
明
の
時
代
。
第
二
期
は
紀
元
前
一
五
○
○
年
か
ら
五
○
○
年
。
ヴ
ェ
ー
ダ
の
宗
教
、
あ
る
い
は
バ
ラ
モ
ン
教
の
時
代

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
第
三
期
の
紀
元
前
五
○
○
年
か
ら
紀
元
六
○
○
年
あ
た
り
ま
で
は
、
こ
れ
は
仏
教
と
ジ
ャ
イ
ナ

教
の
時
代
と
呼
ん
で
お
き
ま
し
ょ
う
。
紀
元
六
○
○
年
か
ら
一
二
○
○
年
あ
た
り
が
、
第
四
期
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
時
代
。
第
五
期
、
一
二

○
○
年
か
ら
一
八
五
○
年
あ
た
り
ま
で
は
イ
ス
ラ
ム
教
支
配
下
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
時
代
。
そ
し
て
紀
元
一
八
五
○
年
あ
た
り
か
ら
現
在

に
至
る
ま
で
を
、
第
六
期
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
復
興
の
時
代
と
名
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

今
日
の
お
話
の
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
す
マ
ン
ダ
ラ
は
、
こ
の
第
四
期
紀
元
六
○
○
年
か
ら
一
二
○
○
年
の
間
に
、
イ
ン
ド
仏
教
の
中
で
生

ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
お
い
て
も
、
マ
ン
ダ
ラ
と
呼
ぶ
も
の
は
成
立
し
て
お
り
ま
す
が
、
今
日
は
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
の
も
の
に
つ
い
て
は
お
話
を
し
な
い
で
お
こ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
さ
て
、
紀
元
前
五
○
○
年
か
ら
紀
元
六
○
○
年
の
間
、

つ
ま
り
第
三
期
に
お
き
ま
し
て
仏
教
は
誕
生
し
、
そ
し
て
一
応
の
成
熟
と
い
い
ま
す
か
、
隆
盛
を
見
て
、
紀
元
六
○
○
年
あ
た
り
か
ら
は

徐
々
に
衰
退
の
方
向
に
向
か
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
仏
教
は
、
西
の
世
界
つ
ま
り
ロ
ー
マ
世
界
と
の
共
通
の
通
貨
制
度
に
よ
っ
て
、
財
を
蓄

積
し
た
商
人
層
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
グ
プ
タ
朝
が
崩
壊
す
る
あ
た
り
か
ら
、
ロ
ー
マ
帝
国
は
滅
び
ま
す
。
そ
し
て

商
業
活
動
の
相
手
を
失
い
ま
し
た
イ
ン
ド
の
商
人
た
ち
が
勢
力
を
弱
め
て
参
り
ま
す
と
、
イ
ン
ド
は
農
村
を
中
心
と
し
た
世
界
の
中
に
入

っ
て
ま
い
り
ま
す
。
丁
度
、
こ
の
転
換
期
が
六
○
○
年
頃
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
仏
教
は
変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
、
密
教
あ
る
い
は
タ

ン
ト
リ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
要
素
を
自
分
の
中
に
取
り
入
れ
ま
す
。
一
二
○
○
年
か
ら
一
三
○
○
年
あ
た
り
で
イ
ン
ド
仏
教
は
イ
ン
ド
亜
大

陸
か
ら
消
滅
致
し
ま
す
が
、
六
○
○
年
か
ら
一
二
○
○
’
一
三
○
○
年
の
間
に
特
に
イ
ン
ド
密
教
が
出
来
上
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
ま

－
○
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先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
仏
教
の
マ
ン
ダ
ラ
は
第
四
期
、
紀
元
六
○
○
年
か
ら
一
二
○
○
年
頃
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
創
作
さ
れ
ま
し

た
。
勿
論
ネ
パ
ー
ル
や
チ
ベ
ッ
ト
や
日
本
に
於
て
も
創
作
さ
れ
た
の
で
す
が
、
と
り
あ
え
ず
イ
ン
ド
の
中
に
限
っ
て
お
話
し
し
て
ま
い
り

ま
す
。
こ
の
初
期
的
な
マ
ン
ダ
ラ
は
恐
ら
く
四
、
五
世
紀
に
は
出
来
上
が
っ
て
い
た
。
六
百
年
と
申
し
ま
す
の
は
完
成
期
で
あ
り
ま
し
て
、

初
期
或
い
は
原
初
的
な
マ
ン
ダ
ラ
は
恐
ら
く
五
世
紀
頃
に
は
簡
単
な
も
の
は
出
来
上
が
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
初
期
に
は
、

携
帯
用
の
祭
壇
の
様
に
、
例
え
ば
お
盆
が
あ
っ
て
そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
な
仏
さ
ん
が
載
っ
て
い
る
、
シ
ン
ボ
ル
が
載
っ
て
い
る
、
こ
う
い
う

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
仏
教
の
密
教
が
、
確
立
す
る
の
は
七
世
紀
の
『
大
日
経
」
に
お
い
て
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
『
大
日
経
」
第
二
章
の
叙

述
に
従
い
ま
す
と
、
マ
ン
ダ
ラ
は
当
時
は
地
面
に
直
接
描
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
今
の
大
工
さ
ん
が
す
る
よ
う
な
墨
打

ち
を
致
し
ま
し
て
、
四
角
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
丸
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
き
さ
は
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
は
お
り
ま
せ
ん
が
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
か
ら
推
測
す
る
に
、
畳
二
畳
分
よ
り
も
う
少
し
小
さ
め
だ
っ
た
ん
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
と
い
う

の
は
、
体
の
大
き
な
人
は
そ
こ
に
入
っ
て
作
業
を
行
っ
て
も
よ
い
と
か
、
弟
子
を
入
れ
て
も
い
い
と
い
う
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、

恐
ら
く
そ
の
く
ら
い
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
出
来
ま
す
。
「
大
日
経
」
の
第
二
章
に
は
、
弟
子
と
先
生
が
一
週
間
ほ
ど
か
か
り
ま

し
て
作
っ
た
マ
ン
ダ
ラ
に
ｌ
実
際
マ
ン
ダ
ラ
を
描
く
の
は
一
晩
な
の
で
す
が
Ｉ
弟
子
を
引
き
入
れ
る
と
言
い
ま
す
か
、
弟
子
に
認
可

「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
」
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
密
教
」
「
ジ
ャ
イ
ナ
・
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
」
「
ジ
ャ
ィ
ナ
密
教
」
と
い
う
風
な
表
現
も
用

い
る
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
と
言
い
ま
す
の
は
、
こ
の
「
密
教
」
或
い
は
「
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
」
は
仏
教
だ
け
に
生
ま
れ
て
き
た
も

の
で
は
な
く
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
お
い
て
も
ジ
ャ
イ
ナ
教
に
お
い
て
も
、
タ
ン
ト
ラ
的
な
要
素
を
濃
厚
に
持
っ
た
形
が
生
ま
れ
て
き
た

か
ら
で
す
。

二二
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を
与
え
る
、
つ
ま
り
入
門
儀
礼
の
為
の
も
の
で
あ
っ
た
と
、
そ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
勿
論
『
大
日
経
」
に
も
マ
ン
ダ
ラ
を

観
想
す
る
と
い
う
よ
う
な
叙
述
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
具
体
的
な
叙
述
は
土
の
上
に
四
角
の
枠
を
描
い
て
色
の
粉
を
落
と
し

て
描
く
と
い
う
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

少
し
遅
れ
ま
し
て
七
世
紀
の
恐
ら
く
は
末
期
の
頃
、
「
金
剛
頂
経
』
と
い
う
お
経
が
で
き
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
「
大
日
経
」
に
書
か
れ

た
マ
ン
ダ
ラ
と
は
少
し
異
な
り
ま
す
。
簡
単
に
述
べ
ま
す
と
、
言
わ
ば
観
想
法
、
つ
ま
り
仏
様
を
観
ず
る
場
面
に
力
点
が
置
か
れ
て
お
り

ま
す
。
例
え
ば
こ
こ
で
は
菩
薩
を
順
番
に
観
想
し
て
い
く
の
で
す
が
、
菩
薩
は
そ
れ
ぞ
れ
シ
ン
ボ
ル
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
ペ
ン

を
持
っ
て
い
る
菩
薩
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
行
者
は
真
中
に
座
り
ま
す
。
行
者
と
言
う
の
は
便
ち
大
日
如
来
な
の
で
す
が
、
世
界
中
の

ペ
ン
を
集
め
ま
す
。
そ
し
て
Ⅲ
界
中
の
ペ
ン
を
結
集
さ
せ
て
、
自
分
の
手
に
実
際
に
は
無
い
の
で
す
が
恰
も
あ
る
か
の
よ
う
に
思
う
ま
で

念
ず
る
。
行
を
す
る
の
で
す
。
凝
る
と
言
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
心
が
凝
っ
た
時
点
で
シ
ン
ボ
ル
を
前
に
差
し
出
し
ま
す
と
、
そ

こ
に
、
こ
れ
を
シ
ン
ボ
ル
と
す
る
菩
薩
が
立
ち
上
が
る
の
で
す
。
そ
の
菩
薩
に
は
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
い
て
も
ら
い
、
次
に
時
計
を
持
っ
た

菩
薩
を
念
ず
る
。
そ
れ
を
三
十
七
回
な
り
五
十
四
回
行
え
ば
、
そ
の
菩
薩
達
は
消
え
ず
に
そ
こ
に
お
り
ま
す
か
ら
、
そ
し
て
自
分
た
ち
で

自
分
た
ち
の
場
所
を
知
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
待
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
行
者
は
次
々
と
さ
ま
ざ
ま
な
菩
薩
を
呼
び
出
す
こ
と

で
精
一
杯
で
す
。
そ
れ
が
何
時
間
か
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
書
い
て
お
り
ま
せ
ん
か
ら
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
そ
う
い

う
マ
ン
ダ
ラ
が
『
金
剛
頂
経
」
に
害
か
れ
て
お
り
ま
す
。

も
う
少
し
後
、
八
世
紀
、
九
世
紀
に
な
っ
て
き
ま
す
と
、
ま
た
異
な
る
タ
ン
ト
ラ
、
経
典
が
出
て
参
り
ま
す
。
例
え
ば
藤
楽
タ
ン
ト

ラ
」
で
す
。
こ
の
辺
り
に
な
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
私
の
考
え
な
ん
で
す
が
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
影
響
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

と
言
い
ま
す
の
は
「
金
剛
頂
経
」
ま
で
は
、
ト
ラ
ン
ス
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
神
が
の
り
う
つ
る
と
か
降
り

て
く
る
と
か
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
す
。
神
が
降
り
る
と
か
神
が
暇
く
と
か
い
う
こ
と
は
、
仏
教
の
伝
統
の
中
で
は

む
し
ろ
嫌
わ
れ
ま
す
。
今
日
で
も
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
を
正
統
な
も
の
で
は
な
い
と
し
て
退
け
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
後
期
の
タ
ン
ト
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ラ
の
中
に
は
、
明
ら
か
に
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
ト
ラ
ン
ス
の
身
体
技
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。

密
教
の
行
法
の
中
に
成
就
法
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
目
の
前
に
仏
を
呼
び
出
し
て
仏
と
一
体
と
な
る
と
い
う
行
法
で
す
。

こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
や
イ
ン
ド
で
い
ろ
ん
な
人
に
聞
い
て
回
り
ま
し
た
。
勿
論
私

は
僧
と
し
て
修
行
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
ん
な
に
は
分
か
る
訳
も
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
お
よ
そ
分
か
っ
た
と
こ
ろ

に
よ
り
ま
す
と
、
シ
ャ
ー
マ
ン
達
の
ト
ラ
ン
ス
に
な
る
技
法
を
取
り
入
れ
て
、
仏
教
的
に
改
変
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
と

も
か
く
後
期
の
仏
教
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
に
於
い
て
は
、
行
の
、
瞑
想
の
仕
方
が
違
っ
て
き
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
行
法
は
、

今
の
カ
ト
マ
ン
ド
ウ
の
ネ
ワ
ー
ル
仏
教
の
中
に
も
受
け
継
が
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
よ
う
な
ト
ラ
ン
ス
に
近
い
形
に
な
る
人
も
ま
だ
居

マ
ン
ダ
ラ
に
は
四
つ
の
特
質
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、
マ
ン
ダ
ラ
の
原
初
的
な
も
の
は
四
、
五
世
紀
辺
り
か
ら
成
立
し
て
い
ま

す
が
、
マ
ン
ダ
ラ
成
立
の
一
つ
の
条
件
と
言
い
ま
す
か
、
要
因
と
致
し
ま
し
て
は
仏
教
パ
ン
テ
オ
ン
の
成
立
が
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

仏
教
は
元
々
は
神
の
存
在
を
認
め
ま
せ
ん
し
、
神
が
み
の
姿
を
図
に
作
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
グ
プ

タ
期
辺
り
ま
で
に
は
、
或
い
は
五
百
年
、
六
百
年
辺
り
ま
で
に
は
仏
教
は
い
ろ
い
ろ
な
神
が
み
を
取
り
そ
ろ
え
た
と
言
い
ま
す
か
、
仏
教

パ
ン
テ
オ
ン
の
成
立
を
見
て
お
り
ま
す
。
聖
な
る
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
化
が
行
わ
れ
ま
し
て
、
そ
れ
が
儀
礼
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
の
で

ら
れ
ま
す
。

あ
り
ま
す
。

第
二
番
目
は
今
申
し
ま
し
た
儀
礼
復
活
の
問
題
で
す
。
仏
教
は
当
初
は
儀
礼
に
対
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
熱
心
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
け

れ
ど
も
、
グ
プ
タ
朝
を
過
ぎ
ま
し
て
ホ
ー
マ
と
か
プ
ー
ジ
ャ
ー
と
か
、
つ
ま
り
護
摩
と
か
供
養
と
か
い
っ
た
も
の
を
積
極
的
に
取
り
入
れ

て
き
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
当
然
の
こ
と
と
し
ま
し
て
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
が
重
視
さ
れ
、
更
に
は
ヨ
ー
ガ
の
い
ろ
い
ろ
な
発
展
に
伴
い
ま

三
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さ
て
、
世
界
像
に
対
す
る
関
心
の
増
大
は
、
後
世
、
マ
ン
ダ
ラ
が
発
展
す
る
中
で
、
個
我
と
世
界
と
が
本
来
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
い

っ
た
、
イ
ン
ド
の
古
来
か
ら
の
精
神
、
所
謂
る
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
以
来
の
精
神
、
こ
れ
を
結
局
は
仏
教
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
も
自
ら
の
テ
ー
ゼ

と
し
て
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
マ
ン
ダ
ラ
の
中
に
は
、
特
に
十
世
紀
以
降
に
は
っ
き
り
す
る
の

し
て
、
身
体
技
法
が
仏
教
の
中
で
も
改
め
て
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
三
番
目
と
し
ま
し
て
、
世
界
像
に
対
す
る
関
心
が
増
大
し
ま
し
た
こ
と
が
マ
ン
ダ
ラ
の
成
立
の
原
因
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
世

界
の
仕
組
み
に
関
す
る
知
の
体
系
が
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
て
、
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
の
中
に
も
そ
れ
は
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
勿

論
世
界
の
構
造
に
対
す
る
関
心
は
、
已
に
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
で
み
ら
れ
ま
す
し
、
そ
し
て
『
倶
舎
論
』
が
書
か
れ
ま
し
た
の
は
恐
ら
く
は

四
百
年
頃
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
「
倶
舎
論
」
に
は
須
彌
山
を
中
心
と
し
た
世
界
の
図
が
描
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
マ
ン
ダ
ラ

の
成
立
に
『
倶
舎
論
」
が
影
響
を
与
え
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
仏
教
の
中
で
世
界
の
構
造
に
対
す
る
関
心
と
い
う
も
の
が
増
大
し

て
き
た
こ
と
が
マ
ン
ダ
ラ
成
立
の
一
つ
の
要
因
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

因
み
に
マ
ン
ダ
ラ
の
中
に
須
彌
山
の
イ
メ
ー
ジ
が
持
ち
込
ま
れ
た
の
は
九
世
紀
以
降
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
『
大
日
経
」
の
胎
蔵
マ

ン
ダ
ラ
と
か
「
金
剛
頂
経
」
の
金
剛
界
マ
ン
ダ
ラ
の
中
に
は
、
今
日
の
ネ
パ
ー
ル
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
須
棚
山
を
中
核
と
し
た
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
。
従
い
ま
し
て
、
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
、
つ
ま
り
空
海
な
ど
に
よ
っ
て
請
来
さ
れ
た
胎
蔵
マ
ン
ダ
ラ
と
か

金
剛
界
マ
ン
ダ
ラ
に
も
、
所
謂
る
須
彌
山
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
無
い
の
で
あ
り
ま
す
。

つ
い
で
に
申
し
ま
す
が
チ
ベ
ッ
ト
や
ネ
パ
ー
ル
の
マ
ン
ダ
ラ
は
周
囲
が
丸
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
地
・
水
・
火
・
風
の
物
質
的

な
基
礎
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
上
に
須
彌
山
が
あ
っ
て
そ
の
上
に
神
が
み
或
い
は
仏
達
の
館
が
造
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
上
か

ら
見
下
ろ
し
た
も
の
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
輪
は
所
謂
る
須
彌
山
の
頂
上
を
描
い
て
い
た
り
、
須
彌
山
の
下
に
あ
る
地
・
水
・
火
・
風
の

元
素
が
見
え
て
い
る
の
で
す
が
、
空
海
達
が
持
っ
て
き
ま
し
た
マ
ン
ダ
ラ
に
は
そ
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
初
期
の
も
の
だ
か
ら
な
の

で
す
⑤

、 八
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で
す
が
、
マ
ン
ダ
ラ
の
瞑
想
に
よ
っ
て
自
分
と
宇
宙
と
が
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
感
得
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
マ
ン
ダ
ラ
が
作
ら

れ
た
当
初
に
は
無
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
マ
ン
ダ
ラ
の
歴
史
の
中
で
も
恐
ら
く
十
世
紀
以
降
に
な
ら
な
い
と
そ
う
い
っ
た
宇
宙
論
的
な
側

面
と
い
う
の
は
現
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
但
だ
、
空
海
な
ど
は
、
後
で
申
し
ま
す
が
、
九
世
紀
に
は
っ
き
り
そ
の
よ
う
な

考
え
方
を
持
っ
て
い
ま
す
の
で
、
全
く
無
か
っ
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
世
界
と
個
我
の
問
題
が
主
要
な
関
心
事
に
な
る
の
は

イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
に
於
い
て
も
そ
れ
ほ
ど
早
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

第
四
番
目
は
、
地
方
文
化
或
い
は
地
域
土
着
文
化
の
諸
要
素
を
吸
収
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
マ
ン
ダ
ラ
の
中
に
は
反
映

致
し
ま
し
て
、
血
と
か
骨
と
か
皮
と
か
、
そ
れ
ま
で
仏
教
の
中
で
は
避
け
ら
れ
て
い
た
、
或
い
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
「
不
浄

な
も
の
」
を
、
マ
ン
ダ
ラ
は
、
特
に
後
期
の
マ
ン
ダ
ラ
は
積
極
的
に
取
り
入
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
「
不
浄
な
も
の
」
を
浄
化
い
た
し
ま
す
。

つ
ま
り
第
四
番
目
は
マ
ン
ダ
ラ
の
成
立
の
要
因
と
い
う
よ
り
は
、
後
期
の
マ
ン
ダ
ラ
の
特
質
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
頂
い
た
ら
よ
い
か
と

思
い
ま
す
。

で
は
、
日
本
に
お
け
る
マ
ン
ダ
ラ
を
少
し
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
日
本
で
は
「
テ
レ
ビ
マ
ン
ダ
ラ
」
と
か
「
恋
マ
ン
ダ
ラ
」
と
か
「
人

間
マ
ン
ダ
ラ
」
と
い
っ
た
よ
う
に
使
い
ま
す
。
要
す
る
に
中
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
け
れ

ど
も
、
何
か
、
幾
つ
か
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
申
し
ま
す
か
、
項
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
い
ろ
ん
な
関
係
を
結
ん
で
ひ
と
纒
め
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
条
件
が
あ
れ
ば
、
我
わ
れ
は
そ
れ
を
マ
ン
ダ
ラ
と
い
う
ふ
う
に
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
い
う
よ
う
な
呼
び
方
は
イ
ン

ド
や
チ
ベ
ッ
ト
や
ネ
パ
ー
ル
で
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
や
ネ
パ
ー
ル
で
は
、
中
心
が
あ
り
、
そ
の
中
心
を
取
り

巻
く
一
つ
の
周
縁
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
心
と
周
縁
と
の
関
係
が
は
っ
き
り
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
フ
ァ
ク
タ
ー
が
ど
の
よ
う
な

関
係
に
於
て
中
心
を
取
り
巻
い
て
お
る
か
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
も
の
を
、
マ
ン
ダ
ラ
と
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
こ

四
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れ
は
日
本
と
イ
ン
ド
と
の
世
界
観
の
違
い
、
或
い
は
世
界
と
い
う
も
の
を
把
握
す
る
と
き
の
そ
の
仕
方
の
違
い
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
、
日
本
で
マ
ン
ダ
ラ
と
い
う
時
に
理
解
が
複
雑
に
な
る
の
は
、
我
わ
れ
が
長
い
時
間
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
歴
史
的
に
も
マ

ン
ダ
ラ
と
呼
ん
で
き
た
こ
と
に
関
係
す
る
か
ら
で
す
。
す
な
わ
ち
、
浄
土
の
姿
を
描
い
た
も
の
、
浄
土
変
相
図
。
こ
れ
も
日
本
で
は
「
浄

土
曼
茶
羅
」
と
呼
ん
で
き
ま
し
た
。
浄
土
に
阿
弥
陀
が
い
る
と
い
う
図
は
イ
ン
ド
、
ネ
パ
ー
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
に
も
勿
論
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
よ
う
な
図
を
彼
ら
は
マ
ン
ダ
ラ
と
は
呼
ば
な
い
。
そ
れ
か
ら
「
寺
社
曼
茶
羅
」
或
い
は
「
春
日
曼
茶
羅
」
と
言
い
ま
し
て
、
山
が
あ
っ

て
春
日
大
社
が
あ
っ
て
鹿
が
い
て
と
い
う
、
そ
う
い
っ
た
も
の
も
「
春
日
曼
茶
羅
」
と
呼
ん
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
別
に
間
違
っ
て
い
る

と
か
、
間
違
っ
て
い
な
い
と
か
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
に
は
実
に
長
い
間
そ
う
い
う
歴
史
が
あ
る
の

で
す
。
日
蓮
宗
の
中
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
神
や
仏
達
の
名
前
を
書
き
連
ね
た
も
の
を
「
板
曼
茶
羅
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
と
き
も
曼

茶
羅
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
日
本
の
も
の
で
や
や
こ
し
い
の
は
、
例
え
ば
観
音
が
一
人
描
か
れ
て
い
る
、
阿
弥

陀
が
一
人
描
か
れ
て
い
る
、
そ
う
い
う
図
も
曼
茶
羅
と
い
う
。
「
別
尊
曼
茶
羅
」
と
言
い
ま
す
。
観
音
が
館
の
中
に
入
っ
て
い
て
誰
か
に

取
り
囲
ま
れ
て
い
る
と
い
う
図
で
は
な
く
て
、
観
音
一
人
が
描
か
れ
て
い
る
そ
う
い
う
図
も
「
別
尊
曼
茶
羅
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
は
、
チ
ベ
ッ
ト
、
イ
ン
ド
、
ネ
パ
ー
ル
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
「
ヴ
ァ
ン
」
と
か
、
「
フ
ン
」
と
か
の
種
子
、
シ
ン
ボ

ル
の
文
字
が
一
つ
描
か
れ
て
い
る
の
も
「
種
子
曼
茶
羅
」
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
は
浄
土
の
姿
と
か
、
一
尊
だ
け
と
か
、
或
い
は
神
道
の
神
社
、
そ
の
よ
う
な
も
の
も
描
か
れ
て
お
れ
ば
、
そ
れ
を

曼
茶
羅
と
呼
ぶ
。
宗
教
的
な
絵
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
使
う
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
伝
統
が
我
わ
れ
に
は
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
呼
ぶ

伝
統
の
源
泉
は
、
総
て
と
言
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
大
き
な
源
は
空
海
に
あ
る
の
で
す
。
空
海
は
尊
格
、
仏
が
一
人
で
も
い

い
、
或
い
は
文
字
一
つ
で
も
い
い
、
そ
れ
は
曼
茶
羅
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
私
は
そ
こ
は
空
海
の
偉
大
さ
だ
と
思
い
ま
す
。
と
も
か
く
空

海
自
身
が
、
そ
ん
な
に
は
っ
き
り
言
っ
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
空
海
の
著
作
の
中
に
そ
の
よ
う
に
し
か
読
め
な
い
く
だ
り
が
あ

る
の
で
す
。
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空
海
の
曼
茶
羅
の
理
解
で
最
も
有
名
で
特
に
空
海
の
思
想
を
顕
し
て
い
る
の
は
、
『
即
身
成
仏
義
」
の
「
六
大
無
碍
に
し
て
常
に
琉
伽

な
り
。
四
種
曼
茶
は
各
々
離
れ
ず
。
」
の
く
だ
り
で
す
。
要
す
る
に
彼
は
こ
の
地
・
水
・
火
・
風
・
空
・
識
、
こ
れ
ら
の
六
要
素
で
世
界

は
出
来
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
六
大
で
出
来
て
い
る
も
の
が
ど
の
よ
う
な
形
を
取
ろ
う
と
、
そ
れ
は
曼
茶
羅
だ
と
彼
は
明
言
し

て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
大
胆
な
発
想
は
「
大
日
経
」
の
中
に
無
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
は
っ
き
り
言
っ
て
い
る
の

は
空
海
だ
と
私
は
思
う
の
で
す
。
私
は
真
言
宗
に
属
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
曼
茶
羅
に
関
し
ま
し
て
は
空
海
の
徒
で
あ
り
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
要
す
る
に
世
界
は
曼
茶
羅
な
の
だ
と
空
海
は
い
い
ま
す
。
そ
れ
は
世
界
が
要
素
で
出
来
て
い
る
、
そ
の
要
素
が
何

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
、
ど
の
よ
う
な
要
素
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。
た
だ
そ
れ
が
実
際
に
あ
ら
わ
れ
て

い
る
も
の
、
そ
れ
は
曼
茶
羅
で
あ
る
と
い
う
の
が
彼
の
考
え
で
す
。
今
日
は
四
種
の
曼
茶
羅
に
関
し
て
は
お
話
は
出
来
ま
せ
ん
が
、
彼
の

い
っ
て
い
る
の
は
世
界
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
な
形
で
現
れ
よ
う
と
、
そ
れ
は
マ
ン
ダ
ラ
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
こ
れ
は
仏
教
タ
ン

ト
リ
ズ
ム
が
行
き
着
い
た
一
つ
の
結
論
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

空
海
と
同
じ
よ
う
な
考
え
は
後
期
の
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
に
も
見
ら
れ
ま
す
。
と
言
い
ま
す
の
は
、
曼
茶
羅
と
は
要
す
る
に
、
仏
達
と
仏
達

の
住
む
館
（
器
）
と
を
合
わ
せ
た
も
の
が
曼
茶
羅
だ
と
い
う
の
が
、
イ
ン
ド
、
チ
ベ
ッ
ト
、
ネ
パ
ー
ル
も
含
め
て
共
通
す
る
考
え
な
の
で

す
。
そ
れ
で
館
と
仏
達
は
、
仏
達
と
館
と
い
う
よ
う
に
分
け
る
こ
と
は
で
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
二
つ
が
合
わ
さ
っ
て
実
は
一
人
の
仏

の
姿
と
な
り
ま
す
。
日
本
の
密
教
で
も
そ
の
よ
う
に
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
世
界
は
大
日
如
来
の
姿
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
た
だ
単
に

仏
教
的
な
考
え
方
で
は
な
く
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
於
て
も
同
じ
よ
う
な
考
え
方
を
い
た
し
ま
す
。
例
え
ば
、
こ
の
世
界
は
シ
ヴ
ァ
が
踊

る
姿
で
あ
る
。
そ
の
時
に
は
生
類
、
生
き
物
も
そ
れ
を
支
え
て
い
る
山
や
川
も
、
シ
ヴ
ァ
神
と
し
て
と
ら
え
て
い
ま
す
。
こ
の
世
界
は
ヴ

ィ
シ
ュ
ヌ
神
が
牛
飼
い
の
女
達
と
戯
れ
て
い
る
姿
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
教
に
と
っ
て
戯
れ
と
い
う
の
は
遊
び
と
い
う

五
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捉
え
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
マ
ン
ダ
ラ
は
中
心
と
周
昼

さ
て
、
マ
ン
ダ
ラ
は
中
心
と
周
縁
の
同
体
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
で
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
世
界
に
働
き
か
け
る
自
己
と
自
己
に
働
き

か
け
る
世
界
と
い
う
二
つ
の
方
向
量
、
ベ
ク
ト
ル
と
言
い
ま
す
か
、
方
向
を
持
っ
た
運
動
量
、
そ
れ
が
渦
巻
い
て
い
る
。
こ
れ
が
世
界
の

姿
で
あ
り
、
ま
た
マ
ン
ダ
ラ
と
い
う
も
の
の
姿
で
あ
ろ
う
と
私
は
思
い
ま
す
。
一
方
、
世
界
は
決
し
て
神
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
己
を
浄

化
す
る
、
或
い
は
引
き
上
げ
る
力
を
持
っ
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
同
時
に
一
人
一
人
の
自
己
が
、
こ
れ
は
集
団
で
あ
っ
て
も
よ
い

の
で
す
が
、
世
界
に
対
し
て
働
き
か
け
る
力
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
要
す
る
に
マ
ン
ダ
ラ
は
自
己
で
も
あ
り
、
世
界
で
も

あ
る
。
そ
し
て
両
者
の
交
わ
る
姿
を
マ
ン
ダ
ラ
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
と
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
新
し
い
マ
ン
ダ
ラ
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
の
も
と
に
私
は
お
話
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
。
そ
し
て

こ
の
マ
ン
ダ
ラ
を
解
く
鍵
、
キ
ー
・
タ
ー
ム
は
「
生
命
と
時
間
」
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

生
命
は
常
に
時
間
の
中
に
あ
り
ま
す
。
時
間
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
証
で
す
。
私
た
ち
が
生
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
時
間
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
我
わ
れ
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
我
わ
れ
が

行
為
を
す
る
、
或
い
は
行
為
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
行
為
と
い
う
も
の
は
時
間
の
函
数
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
函
数
と
い
う
の
は
時
間
に
よ
っ
て
行
為
を
計
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
す
。
行
為
は
時
間
の
中
で
の
み
起
こ
り
得
ま
す
。
し
か
し
人
間
は
、
時
間
を
行
為
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
よ
う
と
し
ま
す
。
と
い
う

の
は
人
間
は
死
ぬ
と
い
う
こ
と
を
ど
こ
か
で
知
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
い
つ
も
死
と
い
う
こ
と
を
頭
の
中
に
置
い
て
、
死
の
訪
れ
を

意
味
で
な
く
、
世
界
の
活
動
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
が
牧
童
女
達
と
戯
れ
る
姿
が
世
界
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
結
局
は
こ

の
世
界
全
体
を
そ
う
し
た
聖
な
る
神
格
と
し
て
看
倣
す
と
い
う
こ
と
が
伝
統
と
し
て
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
考
え
方
を
マ
ン
ダ
ラ
も

一
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感
じ
な
が
ら
行
為
を
し
て
い
る
。
死
ね
ば
そ
の
人
に
と
っ
て
の
時
間
は
無
く
な
る
。
と
こ
ろ
が
人
間
と
い
う
の
は
死
に
向
か
っ
て
突
進
し

て
い
る
生
存
な
の
で
す
。
我
々
は
生
き
て
い
る
普
通
の
時
間
か
ら
抜
け
出
し
た
い
、
ま
た
違
う
資
質
の
所
に
行
き
た
い
と
い
う
欲
望
を
持

っ
て
い
ま
す
。
死
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
時
間
を
全
く
変
質
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
、
恐
れ
つ
つ
、

し
か
も
自
分
た
ち
の
普
通
の
、
日
常
の
時
間
か
ら
出
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
日
常
の
中
に
あ
る
時
間
と
日
常
か
ら
出
よ
う

と
す
る
時
間
と
い
う
も
の
を
、
マ
ン
ダ
ラ
は
中
心
と
周
縁
と
い
う
形
で
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

チ
ベ
ッ
ト
語
で
は
マ
ン
ダ
ラ
は
キ
ル
コ
ル
と
訳
し
て
い
ま
す
。
キ
ル
は
中
心
、
コ
ル
は
回
る
或
い
は
周
縁
。
で
す
か
ら
こ
れ
を
中
心
を

回
る
も
の
と
読
む
の
か
、
中
心
と
周
縁
と
読
む
の
か
、
二
つ
の
解
釈
が
あ
る
よ
う
で
す
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
マ
ン
ダ
ラ
と
い
う
概
念
を
、

チ
ベ
ッ
ト
人
は
中
心
と
周
縁
、
周
縁
を
ま
わ
る
も
の
と
い
う
よ
う
に
捉
え
た
。
こ
れ
は
す
ご
い
訳
だ
と
思
い
ま
す
。
我
わ
れ
日
本
人
は
残

念
な
が
ら
そ
の
よ
う
に
上
手
く
訳
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
で
す
が
、
チ
ベ
ッ
ト
の
人
た
ち
は
見
事
に
捉
え
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
我
わ
れ
が
今
日
関
わ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
世
界
の
重
要
な
部
分
は
自
然
で
あ
り
ま
す
。
自
然
が
一
つ
の
運
動
体
で
あ
る
、
と

い
う
の
は
誰
も
今
日
は
疑
わ
な
い
。
そ
し
て
、
「
自
然
は
生
き
て
い
る
」
と
い
う
表
現
は
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
以
上

見
事
な
表
現
と
い
う
の
は
無
い
と
私
は
思
う
の
で
す
。

我
わ
れ
は
行
為
を
い
た
し
ま
す
。
行
為
と
い
う
の
は
必
ず
目
的
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
で
は
、
自
然
が
動
い
て
い
る
と
き
は
自
然
は
目

的
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
自
然
の
目
的
は
分
か
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
目
的
と
い
う
の
は
言
わ
ば
工
学
的
な
概
念
で
あ
り
ま
す
。
工
学
的

な
概
念
と
い
う
の
は
設
定
さ
れ
た
概
念
、
人
工
的
な
概
念
で
す
。
し
か
し
、
今
日
で
は
こ
の
目
的
と
い
う
概
念
を
疑
っ
て
み
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
現
状
認
識
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
手
段
が
あ
っ
て
、
目
的
が
あ
る
と
い
う
の
が
行
為
の
一
般
的
な
理
解
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

効
率
の
よ
い
手
段
に
よ
っ
て
最
大
限
の
目
的
を
得
る
と
い
う
の
が
我
わ
れ
の
今
日
の
や
り
か
た
で
す
。
産
業
に
於
い
て
も
、
経
済
に
於
い

て
も
、
我
わ
れ
の
あ
り
方
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
効
率
の
よ
い
手
段
に
よ
っ
て
最
大
限
の
目
的
を
果
た
す
と
い
っ
た
あ
り
方
と
い
う

も
の
を
、
一
度
打
ち
壊
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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土
手
手
９
０ マ

ン
ダ
ラ
と
い
う
一
つ
の
中
心
を
回
る
も
の
、
そ
し
て
中
心
を
回
り
な
が
ら
、
俗
な
る
も
の
か
ら
聖
を
追
い
か
け
て
、
聖
な
る
も
の
か

ら
俗
に
戻
っ
て
く
る
と
い
う
円
環
連
動
の
中
に
、
日
常
的
な
目
的
観
と
は
違
っ
た
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す

マ
ン
ダ
ラ
は
聖
化
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
マ
ン
ダ
ラ
と
し
て
表
象
さ
れ
た
も
の
は
聖
化
さ
れ
た
世
界
と
し
て
、
我
わ
れ
は
マ
ン

ダ
ラ
の
絵
を
見
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
た
絵
に
よ
っ
て
世
界
を
聖
化
す
る
力
あ
る
も
の
と
し
て
、
我
わ
れ
は
そ
れ
を
受
け
取
っ
て

も
い
る
。
こ
の
よ
う
な
一
つ
の
自
己
と
世
界
の
交
わ
り
を
仲
介
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
マ
ン
ダ
ラ
が
設
定
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い

我
わ
れ
の
世
界
は
苦
に
満
ち
て
お
り
ま
す
。
苦
の
原
因
は
煩
悩
で
あ
る
。
こ
の
煩
悩
を
減
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
浬
梁
、
或
い
は
悟
り
に

至
る
と
い
う
の
が
仏
教
の
大
前
提
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
大
前
提
を
崩
す
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
大
前
提
を
本
当
の
意
味
で

生
か
す
た
め
に
、
我
わ
れ
は
ど
こ
か
で
我
わ
れ
の
日
常
的
な
行
為
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
を
も
う
一
度
ふ
つ
き
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と

こ
れ
は
少
し
論
証
を
略
し
て
結
論
の
み
申
し
ま
す
け
ど
も
、
マ
ン
ダ
ラ
と
は
一
つ
の
聖
な
る
世
界
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ど
こ
が
目
的
と

い
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
あ
る
意
味
で
は
総
て
が
目
的
と
し
て
現
れ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
繰
り
返
し
ま
す
が
、
我
わ
れ
は
確
か
に

行
為
を
し
て
い
ま
す
。
行
為
と
い
う
も
の
は
十
中
八
九
ま
で
、
現
状
認
識
を
し
て
手
段
を
選
ん
で
目
的
を
得
る
と
い
っ
た
行
為
の
系
列
に

よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
系
列
を
ど
こ
か
で
破
ら
な
け
れ
ば
、
我
わ
れ
は
真
の
意
味
で
の
安
ら
ぎ
と
い
う
も
の
を
得

る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
マ
ン
ダ
ラ
が
目
指
し
て
い
る
の
が
、
そ
う
い
っ
た
新
し
い
「
目
的
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う

田
心
い
手
ま
手
９
０

7

刀。
○

で
は
、
現
代
に
於
て
ど
の
よ
う
な
マ
ン
ダ
ラ
を
使
う
の
か
と
問
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
金
剛
界
マ
ン
ダ
ラ
を
使
う
の
か
と
、
或
い
は
金
妬
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剛
界
マ
ン
ダ
ラ
の
中
で
今
ま
で
私
が
申
し
た
よ
う
な
こ
と
を
ど
の
よ
う
な
形
で
具
体
的
に
示
さ
れ
る
の
か
。
或
い
は
法
界
マ
ン
ダ
ラ
を
使

う
の
か
、
或
い
は
全
く
新
し
い
形
式
の
、
新
し
い
神
が
み
の
並
び
の
マ
ン
ダ
ラ
と
い
う
も
の
を
提
唱
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
次
に
あ
が

っ
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
自
身
は
、
歴
史
的
に
確
定
し
て
い
る
マ
ン
ダ
ラ
以
外
の
「
新
し
い
」
マ
ン
ダ
ラ
が
我
々
に
必
要
な
の
だ
と

思
い
ま
す
。

質
問
者
１
最
近
聞
い
た
話
な
の
で
す
が
、
現
代
の
社
会
と
い
う
の
は
意
欲
が
全
面
に
出
た
意
欲
強
調
型
の
社
会
で
、
そ
れ
は
西
洋
型
の

文
明
、
所
謂
る
合
理
的
な
十
九
世
紀
、
二
十
世
紀
型
の
文
明
で
す
ね
。
そ
の
中
で
今
は
戦
争
と
か
大
変
な
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

に
対
し
て
二
十
一
世
紀
と
い
う
の
は
内
面
に
向
か
っ
て
い
る
所
謂
る
意
欲
否
定
型
の
文
明
。
昔
の
中
国
の
、
道
教
と
か
儒
教
と
か
の
世
界
。

そ
う
い
う
も
の
が
二
十
一
世
紀
の
考
え
方
の
大
勢
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
。
こ
の
後
ろ
向
き
の
所
謂
る
意
欲
否
定
型
の
文
明
の
一
つ
が

イ
ン
ド
文
明
だ
と
聞
き
ま
し
た
。
先
生
は
今
日
の
お
話
の
中
で
、
世
界
は
自
己
と
交
流
し
、
自
己
は
世
界
に
浄
化
さ
れ
る
と
ご
指
摘
さ
れ

最
後
に
、
世
界
と
自
己
と
の
運
動
体
と
い
う
も
の
を
マ
ン
ダ
ラ
と
捉
え
て
み
よ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
世
界
と
は
一
つ
の
聖
化
さ
れ
た

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
世
界
は
神
と
い
う
の
で
は
な
く
、
世
界
は
自
己
を
浄
化
す
る
力
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
自
己
は
ま
た
世
界
を
浄
化
す

る
力
が
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
交
わ
り
、
澱
み
の
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
循
環
と
い
う
も
の
を
マ
ン
ダ
ラ
が
示
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
現
代
に
於
て
、
現
代
思
想
の
中
で
マ
ン
ダ
ラ
と
い
う
も
の
を
位
置
づ
け
た
い
と
私
は
考
え

「
新
し
い
マ
ン
ダ
ラ
」
と
い
う
の
は
、
私
に
と
っ
て
も
新
し
い
ア
イ
デ
ア
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
ま
だ
生
ま
れ
た
ば

か
り
の
ア
イ
デ
ア
を
お
話
し
さ
せ
て
頂
く
の
は
失
礼
か
と
思
う
の
で
す
が
、
機
会
を
与
え
て
頂
き
ま
し
て
こ
と
を
感
謝
致
し
つ
つ
今
日
の

お
話
を
終
わ
ら
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

て
お
い
り
ま
す
ｃ

質
疑
応
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立
川
イ
ン
ド
人
は
人
生
の
態
度
に
二
つ
を
考
え
ま
す
。
一
つ
は
抑
制
型
の
生
活
態
度
と
、
も
う
一
つ
は
促
進
型
の
生
活
態
度
で
す
。
要

す
る
に
欲
望
を
減
し
て
出
世
間
的
な
も
の
を
求
め
る
形
、
例
え
ば
、
ヨ
ー
ガ
行
者
の
よ
う
な
。
お
坊
さ
ん
達
も
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
生
き
方
と
も
う
一
つ
は
武
士
達
、
王
族
達
が
欲
望
を
次
つ
ぎ
に
満
た
し
て
い
く
生
き
方
。
そ
う
い
っ
た
二
つ

の
生
き
方
が
伝
統
的
に
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
は
一
つ
の
理
論
的
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
ま
し
て
、
実
際
に
は
こ
れ
が
ど
の

よ
う
に
組
み
合
わ
さ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
イ
ン
ド
人
が
求
め
て
き
た
こ
と
な
の
で
す
。
ど
こ
を
否
定
し
て
、
ど
こ
が
許
さ
れ
る
か
と
い

う
こ
と
が
重
要
で
す
。
イ
ン
ド
人
が
、
否
定
的
な
、
消
極
的
な
文
化
を
の
み
持
っ
て
い
る
と
は
私
は
思
え
な
い
の
で
す
。

イ
ン
ド
と
い
う
の
は
な
る
ほ
ど
贄
沢
で
ゴ
ー
ジ
ャ
ス
な
世
界
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
「
金
持
ち
」
は
と
ん
で
も
な
い
金
持
ち
で

す
。
イ
ン
ド
に
は
十
億
人
い
ま
す
が
そ
の
中
の
裕
福
な
人
々
は
実
に
裕
福
で
す
。
イ
ン
ド
の
特
に
こ
の
二
十
年
の
歩
み
は
、
経
済
的
な
発

展
は
す
ご
い
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
イ
ン
ド
も
西
洋
型
の
欲
望
を
満
た
す
方
向
に
ず
っ
と
走
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
た
だ
イ
ン

ド
の
中
で
は
、
人
間
の
欲
望
を
減
す
る
と
い
う
、
自
己
否
定
と
言
い
ま
す
か
そ
う
い
う
伝
統
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
減
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
許
さ
れ
る
も
の
は
何
か
、
そ
れ
を
考
え
る
伝
統
が
イ
ン
ド
の
中
に
私
は
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
例
え

ば
空
の
思
想
で
も
、
空
に
よ
っ
て
全
部
な
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
く
、
否
定
に
よ
っ
て
甦
る
も
の
を
目
指
し
て
い
る
の
で
す
。
た

だ
、
甦
る
も
の
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
人
間
に
と
っ
て
許
さ
れ
て
い
い
も
の
だ
と
い
う
も
の
を
甦
ら
せ
る
わ
け
で
、
総
て
の
も
の
を
無
制

限
に
甦
ら
せ
る
、
或
い
は
肯
定
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
う
一
つ
、
重
要
な
の
は
西
洋
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
伝
統
の
中
に
は
、
自
然
な
り
世
界
と
い
う
も
の
は
自
分
た
ち
に
任
さ
れ

て
い
る
の
だ
と
、
神
に
よ
っ
て
支
配
を
任
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
自
分
た
ち
の
生
活
の
た
め
に
は
ど
こ
ま
で
も
管
理
し
、
利
用
し
て

ま
し
た
。
意
欲
否
定
型
で
あ
る
イ
ン
ド
文
明
と
い
う
も
の
と
の
マ
ン
ト
ラ
が
噛
ん
だ
世
界
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
可
能
性
が
あ
る
の
か
、

そ
れ
も
も
の
す
ご
く
関
心
が
あ
り
ま
す
。
現
実
的
に
今
の
社
会
で
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
る
の
か
お
答
え
頂
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

イワ
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い
い
の
だ
と
、
ま
あ
平
た
く
い
え
ば
で
す
ね
。
そ
う
い
う
考
え
方
と
い
う
の
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
で
も
、
イ
ン
ド
或
い
は
仏
教
的
な

考
え
方
と
い
う
の
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
自
分
た
ち
は
そ
の
中
の
一
部
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
自
然

な
り
世
界
な
り
が
人
間
の
生
活
の
た
め
の
素
材
と
か
道
具
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
命
を
持
っ
て
聖
な
る
力
を
宿
し
て
い
る

ん
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
支
配
な
り
規
制
な
り
、
そ
の
よ
う
に
利
用
す
る
だ
け
で
は
な
い
ん
だ
と
い
う
、
そ
う
い
っ
た
側
面
が
イ
ン
ド
な

り
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
文
化
な
り
、
仏
教
文
化
の
中
に
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
を
具
体
的
に
綴
密
な
理
論
で
積
み
立
て
て
い
っ
た
の
が

マ
ン
ダ
ラ
だ
と
思
う
ん
で
す
。
マ
ン
ダ
ラ
は
そ
う
い
っ
た
流
れ
の
中
に
あ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
で
は
、
神
と
い
う
も
の
を
立
て
て
、
人
間
が
被
造
物
で
あ
り
、
人
間
は
自
然
を
生
活
の
素
材
と
し
ま
す
。
し
た
が

っ
て
、
神
ｌ
人
間
ｌ
世
界
と
い
う
図
式
が
得
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
な
世
界
で
す
と
、
神
と
人
間
と
世
界
と
い
う
の
が
同

じ
も
の
と
な
る
。
そ
う
し
ま
す
と
世
界
に
対
す
る
態
度
、
ひ
い
て
は
人
間
の
人
類
に
対
す
る
態
度
と
い
う
も
の
も
自
ず
と
違
っ
て
く
る
と

思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
イ
ン
ド
的
な
伝
統
と
い
う
も
の
は
、
学
ぶ
べ
き
も
の
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
我
わ
れ

は
日
本
人
で
す
か
ら
、
日
本
の
中
で
考
え
て
日
本
の
中
で
行
動
す
る
時
に
は
、
イ
ン
ド
的
な
も
の
を
直
接
移
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
日

本
の
中
で
消
化
し
日
本
の
中
で
育
っ
た
も
の
し
か
、
我
わ
れ
は
イ
ン
ド
的
な
も
の
も
具
体
的
に
は
思
想
の
一
部
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い

と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
我
わ
れ
が
、
も
し
マ
ン
ダ
ラ
と
い
う
も
の
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
場
合
に
は
、
イ
ン
ド
の

マ
ン
ダ
ラ
は
歴
史
的
な
理
解
で
い
い
の
で
す
が
、
あ
く
ま
で
日
本
の
中
で
根
ざ
し
て
き
た
一
つ
の
勢
い
が
あ
り
ま
す
。
伝
統
が
。
そ
の
中

に
、
そ
れ
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
、
日
本
人
は
、
つ
ま
り
思
想
的
に
は
本
当
に
有
効
な
も
の
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
は
考
え

ま
す
。

質
問
者
２
マ
ン
ダ
ラ
と
い
え
ば
確
か
漢
訳
で
は
「
円
満
具
足
」
と
い
っ
た
よ
う
な
訳
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
が
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
で
は
キ

ル
・
コ
ル
、
周
縁
と
。
そ
し
ま
す
と
概
念
の
と
ら
え
方
が
違
う
ん
で
し
ょ
う
か
。
欠
け
る
と
こ
ろ
が
無
い
、
総
て
鑿
が
っ
て
い
る
と
い
う
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そ
れ
と
も
う
一
つ
、
マ
ン
ダ
ラ
と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
原
義
は
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
象
を
調
教
す
る
、
サ
ー
カ
ス
の
丸
い

と
こ
ろ
、
あ
れ
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
マ
ン
ダ
ラ
と
呼
ば
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
『
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
」
な
ど
の
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
。
十
巻
に

わ
た
り
ま
す
で
し
ょ
う
、
英
訳
で
は
ブ
ッ
ク
ー
、
２
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
あ
の
ブ
ッ
ク
を
マ
ン
ダ
ラ
と
言
う
ん
で
す
ね
。
固
ま
り
と
い

う
意
味
で
は
あ
っ
て
も
、
丸
い
と
い
う
意
味
は
な
い
。
今
日
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
テ
キ
ス
ト
の
中
で
、
「
ス
ー
ル
ャ
・
マ
ン
ダ
ラ
」
と
か

「
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
」
と
か
言
わ
れ
る
の
は
、
日
輪
と
か
月
の
丸
い
盤
と
か
、
そ
う
い
う
意
味
に
使
わ
れ
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と
し
て
は
丸
い
も
の
と
い
う
意
味
は
あ
る
ん
で
す
が
、
た
だ
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
マ
ン
ダ
ラ
は
初
め
は
丸

立
川
違
う
と
思
い
ま
す
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
と
い
う
こ
と
は
分
か
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
、
と
も
か
く
漢
訳
的
に
は
羅
が
接
尾
辞
だ
と

い
う
ふ
う
に
と
っ
て
い
ま
す
。
曼
茶
と
い
う
の
が
エ
ッ
セ
ン
ス
で
あ
り
、
羅
と
い
う
の
が
接
尾
辞
だ
と
、
と
っ
て
き
た
伝
統
が
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
的
な
解
釈
と
は
違
っ
て
い
る
。
た
だ
、
円
満
と
い
う
意
味
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
十
二
世
紀
に
編
蟇
さ
れ

た
マ
ン
ダ
ラ
集
「
ニ
シ
ュ
パ
ン
ナ
・
ヨ
ー
ガ
・
ア
ヴ
ァ
リ
ー
」
は
「
完
成
せ
る
ヨ
ー
ガ
の
輪
」
と
い
う
意
味
で
す
が
、
輪
と
い
う
の
は
マ

ン
ダ
ラ
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
の
で
輪
と
い
う
。
「
完
成
せ
る
ヨ
ー
ガ
」
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
、
マ
ン
ダ
ラ
一
つ
一
つ
の
観
想

が
完
成
し
た
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。
も
と
も
と
マ
ン
ダ
ラ
と
い
う
の
は
初
め
に
核
が
あ
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
完
成
し
て
、
そ
し
て
滅
亡
し

て
い
く
も
の
で
す
か
ら
、
丁
度
サ
ツ
マ
イ
モ
の
形
の
よ
う
に
、
初
め
は
短
く
て
中
が
大
き
く
て
ま
た
消
え
て
い
く
も
の
な
ん
で
す
ね
。
我

わ
れ
が
マ
ン
ダ
ラ
と
し
て
見
て
い
る
絵
は
、
サ
ツ
マ
イ
モ
の
真
ん
中
を
ボ
ン
と
切
り
ま
し
て
、
芋
版
を
作
り
ま
す
、
あ
の
芋
版
が
マ
ン
ダ

ラ
な
ん
で
す
。
丁
度
一
番
盛
ん
に
完
成
し
た
所
の
時
点
を
描
い
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
マ
ン
ダ
ラ
は
事
実
一
番
完

成
し
た
場
面
で
は
あ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
語
義
解
釈
と
は
別
に
し
て
マ
ン
ダ
ラ
と
い
う
の
は
完
成
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
確

刀
弁
っ
人
巨
》

、
心
．
ノ
《
』
半
９
，

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
受
け
ま
す
が
㈹
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く
な
い
の
で
す
。
丸
く
な
っ
て
く
る
の
は
九
世
紀
で
、
数
百
年
間
は
四
角
い
も
の
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
固
ま
り
と
い
う
く
ら
い
の
意
味

し
か
な
い
ん
で
す
。
そ
う
な
っ
て
き
ま
す
と
、
語
源
的
な
解
釈
で
マ
ン
ダ
ラ
と
い
う
も
の
を
追
お
う
と
し
て
も
極
め
て
難
し
い
よ
う
で
す
。

で
も
円
満
と
い
う
側
面
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
僕
ら
が
普
通
に
マ
ン
ダ
ラ
と
い
う
も
の
が
、
マ
ン
ダ
ラ
観
想
法
な
り
、
マ
ン
ダ

ラ
儀
礼
の
中
で
は
描
か
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
も
っ
と
も
華
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
例
え
ば
人
間
で
あ
れ
ば
一
番
壮
年
で
華
や
い
で
い
る

時
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
ん
で
す
ね
。
一
番
初
め
は
小
さ
な
核
し
か
な
い
で
す
か
ら
。
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