
唯
識
学
派
は
、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
的
に
経
験
し
て
い
る
世
界
の
根
底
に
、
潜
在
意
識
に
よ
っ
て
生
起
せ
し
め
ら
れ
た
依
他
起
性
と
い
う

①

世
界
を
想
定
す
る
。
『
摂
大
乗
論
」
（
二
・
二
）
は
依
他
起
性
の
世
界
を
、
⑪
身
体
［
の
表
象
］
と
、
②
身
体
の
所
有
者
［
の
表
象
］
と
、

③
経
験
者
の
表
象
と
、
側
そ
れ
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
対
象
の
表
象
と
、
⑤
そ
れ
を
経
験
す
る
［
主
体
の
］
表
象
と
、
㈹
時
間
の
表
象
と
、

切
数
の
表
象
と
、
⑧
場
所
の
表
象
と
、
⑥
言
説
の
表
象
と
、
⑩
自
他
を
区
別
す
る
表
象
と
、
⑪
善
趣
と
悪
趣
お
よ
び
死
と
生
と
の
表
象
と

い
う
十
八
種
類
の
表
象
か
ら
な
る
も
の
と
説
明
す
る
。
さ
ら
に
同
書
（
二
・
五
）
は
、
そ
の
中
の
仙
か
ら
側
は
六
根
、
側
は
六
境
、
⑤
は

眼
識
等
の
六
識
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
要
す
る
に
こ
れ
ら
は
十
八
界
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
そ
れ
ゆ
え
①
か
ら
⑤
は
、
世
界
を
形

成
し
て
い
る
十
八
界
と
い
う
構
成
要
素
の
す
べ
て
が
表
象
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
⑥
か
ら
⑪
は
こ
れ
ら
の
構
成

要
素
と
し
て
の
表
象
の
或
る
特
定
の
在
り
方
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
説
明
す
る
。
し
た
が
っ
て
依
他
起
性
と
は
、
基
本
的
に
は
、
ア
ー

ラ
ャ
識
が
十
八
界
と
し
て
現
わ
れ
出
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
十
八
界
は
ア
ー
ラ
ャ
識
の
「
現
わ
れ
出
た
も
の
」
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
個
々
の
事
物
と
し
て
は
認
識
さ
れ
な
い
混
沌

と
し
た
状
態
に
あ
る
。
こ
の
十
八
界
と
し
て
現
わ
れ
た
依
他
起
性
が
基
盤
と
な
っ
て
、
机
や
椅
子
な
ど
の
個
々
の
事
物
か
ら
な
る
遍
計
所
１

唯
識
思
想
に
お
け
る
意
識
と
こ
と
ば

｜
依
他
起
性
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

小

谷
信
千
代



執
性
の
世
界
が
立
ち
現
わ
れ
る
。
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
の
日
常
経
験
の
世
界
が
生
起
す
る
。
こ
の
よ
う
に
依
他
起
性
の
世
界
は
静
的
な
世
界
２

で
は
な
く
、
本
来
存
在
し
な
い
も
の
を
存
在
せ
し
め
る
虚
妄
分
別
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
有
す
る
世
界
で
あ
る
。
そ
の
虚
妄
分
別
の
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
の
構
造
は
、
二
・
二
に
お
い
て
、
十
八
界
を
構
成
す
る
十
一
種
の
表
象
に
過
ぎ
な
い
依
他
起
性
の
世
界
が
、
あ
た
か
も
主
観
的

存
在
と
客
観
的
対
象
物
と
を
備
え
た
実
在
の
世
界
で
あ
る
か
の
よ
う
に
立
ち
現
わ
れ
る
こ
と
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
、
虚
妄

な
る
分
別
に
す
ぎ
な
い
依
他
起
性
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
実
在
の
世
界
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
い
く
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。

『
摂
大
乗
論
」
に
よ
れ
ば
、
依
他
起
性
の
世
界
に
は
、
、
王
客
に
二
分
さ
れ
る
要
素
が
既
に
備
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
要
素

は
い
ま
だ
潜
在
的
な
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
事
物
と
し
て
明
瞭
に
は
対
象
化
さ
れ
ず
識
別
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ら
が
明
瞭
な
対
象
と
し
て
識

別
さ
れ
な
い
の
は
、
こ
の
段
階
で
は
意
識
が
ま
だ
無
分
別
の
状
態
に
あ
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
も
す
れ
ば
、
眼
識
か
ら
身
識
に
至
る

前
五
識
は
無
分
別
で
あ
る
が
、
第
六
意
識
は
分
別
を
伴
う
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
厳
密
に
言
え
ば
、

五
識
に
も
分
別
は
あ
り
、
意
識
に
も
「
無
分
別
」
と
呼
ば
れ
る
状
態
が
あ
る
。
世
親
は
「
倶
舎
論
」
で
、
五
識
に
も
自
性
分
別
が
あ
る
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
無
分
別
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
に
計
度
分
別
と
随
念
分
別
と
が
な
い
か
ら
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
自
性

②

分
別
と
は
尋
（
対
象
を
追
求
す
る
粗
放
な
心
の
働
き
）
の
こ
と
で
あ
る
。
意
識
に
も
詳
細
な
働
き
を
交
え
な
い
粗
放
な
心
の
働
き
で
あ
る

③

尋
の
状
態
の
場
合
が
あ
る
。
そ
の
自
性
分
別
の
み
の
意
識
は
五
識
と
同
様
「
無
分
別
」
と
呼
ば
れ
る
。

計
度
分
別
（
四
冒
目
日
冨
目
‐
く
時
四
言
四
）
は
「
倶
舎
論
」
負
路
。
）
で
は
「
意
に
属
す
る
散
乱
の
言
」
つ
ま
り
「
三
昧
に
入
っ
て
い
な
い
時

④

の
、
意
識
と
相
応
す
る
慧
」
と
規
定
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
称
友
の
注
釈
は
、
計
度
分
別
と
は
三
昧
に
入
っ
て
い
な
い
と
き
の
意
識
に

伴
っ
て
生
じ
る
蕾
で
あ
り
、
そ
の
意
識
に
伴
う
慧
は
、
三
昧
に
入
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
先
端
が
種
々
に
散
乱
し
、
焦
点
を
失
い
、
一

瞬
毎
に
別
の
所
縁
（
対
象
）
へ
と
向
か
っ
て
働
く
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
こ
で
は
意
識
の
働
き
が
、
三
昧
に
入
っ
て
い
る
心
の
状
態

と
三
昧
か
ら
出
た
日
常
的
な
認
識
の
状
態
と
に
分
け
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
意
識
が
三
昧
状
態
か
ら
三
味

を
出
た
日
常
の
状
態
へ
と
移
る
場
合
に
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。



『
倶
舎
論
』
と
そ
の
称
友
の
注
釈
に
お
け
る
こ
の
意
識
の
変
化
に
関
す
る
説
明
は
、
単
に
三
昧
状
態
か
ら
日
常
の
心
の
状
態
に
戻
っ
た

場
合
の
意
識
の
変
化
だ
け
で
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
生
活
の
深
層
に
お
い
て
営
ま
れ
て
い
る
意
識
の
変
化
に
も
適
用
し
得
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
意
識
の
変
化
の
説
明
は
、
対
象
が
認
識
さ
れ
る
最
初
の
瞬
間
に
、
深
層
意
識
に
お
い
て
純
粋
経
験
さ
れ
た

ば
か
り
の
依
他
起
性
の
世
界
が
、
そ
の
直
後
の
瞬
間
に
は
、
主
観
的
存
在
と
客
観
的
存
在
と
し
て
二
分
化
さ
れ
実
体
化
さ
れ
た
遍
計
所
執

性
の
世
界
へ
と
変
化
す
る
場
合
の
、
意
識
の
変
化
を
も
説
明
し
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

称
友
は
、
三
昧
状
態
に
な
い
意
識
の
働
き
で
あ
る
計
度
分
別
を
「
所
縁
に
向
か
っ
て
名
と
関
連
し
て
活
動
す
る
」
も
の
と
注
釈
す
る
。

称
友
に
よ
れ
ば
、
計
度
分
別
と
は
、
名
と
関
連
し
て
（
目
白
号
の
爾
菌
）
所
縁
に
向
か
っ
て
働
き
、
所
縁
を
「
色
で
あ
る
」
と
か
「
受
で
あ

る
」
等
と
決
定
し
確
定
す
る
慧
、
あ
る
い
は
そ
の
慧
を
伴
う
意
識
で
あ
る
。
他
方
、
三
昧
中
の
修
所
成
の
慧
は
、
名
と
は
関
連
せ
ず
に
所

縁
に
対
し
て
活
動
し
、
自
性
分
別
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
意
識
（
厳
密
に
は
意
識
に
伴
う
慧
）
が
名
と
関
連
性
を
も
た
な
い
と
き
、

自
性
分
別
と
呼
ば
れ
、
「
無
意
識
」
と
呼
ば
れ
る
意
識
と
な
る
。
他
方
、
名
と
関
連
性
を
も
っ
と
き
、
計
度
分
別
と
呼
ば
れ
、
日
常
的
な

意
識
と
な
る
。
前
者
は
三
昧
状
態
に
あ
る
意
識
で
あ
り
、
後
者
は
三
昧
か
ら
出
た
場
合
の
意
識
で
あ
る
。
前
者
は
依
他
起
性
に
お
け
る
意

識
で
あ
り
、
後
者
は
遍
計
所
執
性
に
お
け
る
意
識
で
あ
る
。
た
だ
し
周
知
の
ご
と
く
、
唯
識
学
派
で
は
、
依
他
起
性
は
遍
計
所
執
性
と
ま

っ
た
く
別
の
も
の
と
は
見
倣
さ
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
深
層
意
識
に
お
い
て
無
意
識
裏
に
認
識
さ
れ
て
い
る
世
界
は
、
い
ま
現
に
目
の
あ

た
り
に
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
現
実
世
界
と
な
ん
ら
か
の
共
通
す
る
世
界
を
有
し
て
い
る
。
依
他
起
性
が
遍
計
所
執
性
と
共
有
す
る
そ
の
世

界
に
依
他
起
性
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
の
両
者
の
共
有
す
る
世
界
は
、
意
識
が
名
と
関
連
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
経
験
の
世
界
（
遍
計
所
執
性
）
と
深
層
の
世
界
（
依
他
起
性
）
と
が
共
有
す
る
、
意
識
が
名
と
関
連
す
３

二
意
識
と
名



る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
世
界
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

握
し
、
見
に
よ
っ
て
そ
れ
に
執
着
し
、
諸
々
の
尋
に
よ
っ
て
こ
と
ば
（
く
凶
。
）
を
発
し
、
見
た
な
ど
の
四
種
の
言
説
に
よ
っ
て
言
説

を
な
し
、
存
在
し
な
い
対
象
を
「
存
在
す
る
」
と
増
益
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
増
益
す
る
。

こ
こ
に
は
、
心
の
深
層
に
お
い
て
認
識
さ
れ
て
い
る
世
界
（
依
他
起
性
）
が
、
第
六
意
識
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
、
実
体
化
さ
れ
、
実
在

す
る
個
々
の
存
在
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
、
日
常
的
に
経
験
さ
れ
て
い
る
世
界
（
遍
計
所
執
性
）
が
立
ち
現
わ
れ
る
状
況
が
説
明
さ
れ

１
意
識
の
働
き

『
摂
大
乗
論
」
（
二
・
一
六
）
は
、
依
他
起
性
が
意
識
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
遍
計
所
執
性
に
転
ず
る
過
程
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

遍
計
す
る
も
の
が
あ
り
遍
計
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
と
き
に
、
遍
計
所
執
性
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
何
が
遍
計
す
る
も
の
で
あ
り
、

何
が
遍
計
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
何
が
遍
計
所
執
性
で
あ
る
か
。

意
識
が
遍
計
す
る
も
の
で
あ
る
。
分
別
を
有
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
（
意
識
）
は
［
そ
れ
］
自
体
の
こ
と
ば
（
号
巨
幽
冨
．

ｇ
＆
息
）
の
黛
習
の
種
子
か
ら
生
じ
、
す
べ
て
の
表
象
〔
を
生
み
出
す
〕
こ
と
ば
の
重
習
の
種
子
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

⑤
⑥

れ
ゆ
え
無
限
の
行
相
を
も
っ
た
分
別
と
し
て
生
ず
る
。
す
べ
て
の
も
の
に
つ
い
て
分
別
す
る
が
ゆ
え
に
遍
く
計
度
す
る
も
の
と
さ
れ
、

ゆ
え
に
遍
計
す
る
も
の
と
呼
ば
れ
る
。

依
他
起
性
が
遍
計
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

⑦

依
他
起
性
に
お
い
て
或
る
行
相
で
遍
計
が
な
さ
れ
る
と
き
、
そ
［
の
行
相
］
が
そ
こ
に
お
け
る
遍
計
所
執
性
で
あ
る
。
「
或
る
行

相
」
で
と
は
或
る
在
り
方
で
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

遍
く
計
度
す
る
も
の
は
ど
の
よ
う
に
遍
く
計
度
す
る
の
か
。
［
す
な
わ
ち
］
何
を
所
縁
と
し
、
ど
の
よ
う
に
因
相
（
己
目
冒
）
を

把
握
し
、
ど
の
よ
う
に
執
着
し
、
ど
の
よ
う
に
こ
と
ば
（
ぐ
山
。
》
侭
侭
）
を
発
し
、
ど
の
よ
う
に
言
説
（
ぐ
胃
ぐ
騨
訂
国
ゞ
旨
切
昌
且
）
を
な

③

し
、
ど
の
よ
う
に
増
益
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
遍
く
計
度
す
る
の
か
。
名
を
所
縁
と
し
、
依
他
起
性
に
お
い
て
そ
れ
を
因
相
と
し
て
把

4



て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
現
に
目
の
あ
た
り
に
し
て
い
る
机
や
椅
子
な
ど
の
個
々
の
事
物
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

認
識
さ
れ
る
一
瞬
前
ま
で
は
、
そ
れ
ら
の
個
々
の
事
物
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
心
の
奥
深
く
で
意
識
さ
れ

な
い
混
沌
と
し
た
状
態
で
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
混
沌
と
し
た
無
意
識
の
状
態
で
あ
る
依
他
起
性
の
世
界
に
メ
ス
を
入
れ
て
、
個
々
の
事

物
に
分
節
し
、
い
ま
現
に
見
聞
き
さ
れ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
日
常
経
験
の
世
界
つ
ま
り
遍
計
所
執
性
の
世
界
を
造
り
出
す
の
は
、
意
識
及

び
そ
れ
に
伴
う
心
作
用
（
心
所
）
の
働
き
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

右
の
引
用
文
中
「
名
を
所
縁
と
し
」
と
い
う
語
で
始
ま
る
最
後
の
箇
所
は
、
意
識
に
よ
っ
て
遍
計
所
執
性
が
造
り
出
さ
れ
る
状
況
を
説

明
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
説
明
だ
け
で
は
理
解
し
に
く
い
の
で
、
注
釈
を
参
照
し
て
考
え
て
み
た
い
。
無
性
は
次
の
よ
う
に
解

⑲

説
し
て
い
る
。

は
な
い
」
と
［
経
に
］
説
か
れ
る
如
く
で
あ
る
。
見
た
な
ど
と
は
、
見
た
・
聞
い
た
．
覚
え
た
・
知
っ
た
と
い
う
四
種
の
言
説

（
ぐ
旨
ぐ
煙
冨
愚
）
で
あ
る
。
た
と
え
ば
蛇
の
名
を
所
縁
と
す
る
と
き
、
縄
に
お
い
て
、
蛇
の
因
相
で
あ
る
誉
曲
な
ど
を
因
相
と
し
て

⑫

［
捉
え
］
、
そ
れ
に
執
着
し
て
、
他
の
者
に
示
そ
う
と
し
て
「
蛇
を
見
た
」
と
語
（
冨
骨
）
を
語
る
。
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
。

こ
こ
に
引
用
し
た
「
摂
大
乗
論
」
（
二
・
一
六
）
の
記
述
は
、
先
の
第
二
・
第
五
節
に
説
か
れ
た
、
た
だ
十
一
種
類
の
表
象
に
過
ぎ
な
い

依
他
起
性
［
す
な
わ
ち
］
眼
な
ど
［
の
表
象
］
に
お
い
て
［
そ
れ
を
因
相
と
し
て
把
握
す
る
］
。
そ
れ
に
執
着
し
と
は
、
五
種
の
見

⑩

が
計
度
［
分
別
］
の
行
相
を
と
っ
て
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
因
相
と
し
た
も
の
に
執
着
す
る
か
ら
で
あ
り
、
因
相
に
執
着
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
計
度
［
分
別
］
さ
れ
た
対
象
に
対
し
て
見
に
よ
っ
て
「
こ
れ
は
是
の
如
く
で
あ
る
」
と
執
着
し
、

他
の
者
に
示
そ
う
と
し
て
尋
と
伺
と
に
よ
っ
て
こ
と
ば
（
ぐ
凶
。
）
を
発
す
る
。
「
尋
せ
ず
伺
せ
ず
に
言
葉
（
句
、
周
烏
）
を
語
る
こ
と

、

名
を
所
縁
と
し
と
は
、
〃
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
〃
な
ど
の
名
を
聞
く
と
き
に
対
象
を
遍
計
す
る
が
、
名
を
聞
か
な
け
れ
ば
対
象
を
分
別

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
・
依
他
起
性
［
す
な
わ
ち
］
身
体
な
ど
［
の
表
象
］
に
お
い
て
そ
れ
を
因
相
と
し
て
把
握
し
と
は
、
「
自
相

を
執
し
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
因
相
と
し
て
把
握
す
る
の
は
想
（
い
“
且
爵
）
で
あ
る
。
想
し
た
よ
う
に
言
説
を
な
す
。
あ
る
い
は
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そ
の
過
程
は
次
の
よ
う
な
六
項
目
に
分
け
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

仙
名
を
対
象
と
す
る
本
論
の
「
名
を
所
縁
と
し
」
と
い
う
語
を
、
無
性
は
、
名
を
聞
く
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
意
識
は
対
象
を
認

識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
意
識
が
対
象
を
認
識
す
る
た
め
に
は
必
ず
名
を
対
象
と
す
る

と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

⑬

②
名
を
依
他
起
性
の
上
に
因
相
と
し
て
把
握
す
る
次
の
「
依
他
起
性
に
お
い
て
そ
れ
を
因
相
と
し
て
把
握
し
」
と
い
う
語
を
、

無
性
は
、
自
相
を
執
す
る
と
い
う
意
味
だ
と
言
う
。
つ
ま
り
、
「
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
」
な
ど
の
名
（
概
念
）
が
発
せ
ら
れ
る
と
き
に
、
本

来
言
説
を
離
れ
た
無
分
別
な
依
他
起
性
の
世
界
に
お
い
て
、
意
識
が
そ
の
名
を
因
相
（
巳
目
目
）
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
言
う
。
名
を

因
相
と
し
て
把
握
す
る
も
の
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
意
識
に
伴
う
想
（
団
且
目
）
と
い
う
心
作
用
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
無
性
は
「
因
相

と
し
て
把
握
す
る
の
は
想
で
あ
る
」
と
注
釈
し
た
の
で
あ
る
。
「
因
相
と
し
て
把
握
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
実
際
に
は
ど
う
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
か
に
つ
い
て
は
後
に
考
察
す
る
。

③
見
に
よ
っ
て
そ
れ
に
執
着
す
る
次
の
「
そ
れ
に
執
着
し
」
と
い
う
語
を
、
無
性
は
因
相
と
し
た
も
の
に
執
着
す
る
こ
と
と
解

す
る
。
つ
ま
り
、
想
に
よ
っ
て
名
を
因
相
と
し
て
把
握
し
た
も
の
を
、
次
に
、
意
識
に
伴
う
別
の
心
作
用
で
あ
る
五
種
の
見
（
誤
っ
た
見

混
沌
と
し
た
依
他
起
性
の
世
界
に
目
鼻
立
ち
を
つ
け
て
、
個
々
の
事
物
か
ら
な
る
遍
計
所
執
性
の
世
界
を
構
築
す
る
も
の
を
、
「
意
識
」

で
あ
る
と
言
う
。
そ
れ
で
は
意
識
は
ど
の
よ
う
に
し
て
混
沌
と
し
た
意
識
下
の
世
界
に
目
鼻
立
ち
を
つ
け
て
現
に
認
識
さ
れ
て
い
る
日
常

経
験
の
世
界
を
構
築
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

意
識
が
日
常
経
験
の
世
界
を
構
築
す
る
過
程
を
述
べ
た
の
が
、
本
節
の
「
名
を
所
縁
と
し
、
依
他
起
性
に
お
い
て
そ
れ
を
因
相
と
し
て

把
握
し
云
々
」
と
い
う
最
後
の
一
文
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
に
は
そ
の
文
意
が
充
分
に
は
明
ら
か
で
な
く
、
無
性
の
注
釈
に
依
っ
て

も
不
明
な
点
は
残
る
が
、
意
識
の
働
き
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
箇
所
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
に
で
き
る
限
り
の
考
察
を
行
な
っ

て
み
た
い
。

I



以
上
の
六
項
目
か
ら
な
る
過
程
を
経
て
、
混
沌
と
し
た
潜
在
意
識
の
世
界
と
し
て
の
依
他
起
性
に
、
意
識
と
そ
れ
に
伴
う
心
所
の
働
き

に
よ
っ
て
目
鼻
立
ち
が
つ
け
ら
れ
、
主
客
に
分
節
さ
れ
た
日
常
経
験
の
世
界
で
あ
る
遍
計
所
執
性
が
立
ち
現
わ
れ
る
。
こ
の
説
明
の
中
で

注
意
を
引
く
の
は
、
そ
の
過
程
の
中
で
「
こ
と
ば
」
が
大
き
な
働
き
を
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
有
部
の
阿
毘
達
磨
論
書
中
に
見
ら
れ
る
、

こ
と
ば
が
聞
き
手
に
理
解
さ
れ
る
過
程
に
関
す
る
説
明
と
比
べ
て
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
「
倶
舎
論
」
に
お
い
て
も
、
こ

と
ば
の
意
味
を
聞
き
手
が
理
解
す
る
の
は
意
識
の
働
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て
称
友
は
次
の
よ
う
に
注
釈
す
る
。

を
言
語
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。

解
）
に
よ
っ
て
「
こ
れ
は
是
の
如
く
で
あ
る
」
「
こ
れ
は
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
で
あ
る
」
と
執
着
す
る
。

側
執
着
し
た
も
の
を
尋
伺
に
よ
っ
て
発
語
す
る
そ
し
て
計
度
分
別
し
た
も
の
を
他
の
人
に
示
そ
う
と
し
て
尋
伺
に
よ
っ
て
こ
と

ば
を
発
す
る
。
本
論
に
は
尋
の
み
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
無
性
は
「
尋
な
く
伺
な
く
し
て
は
語
を
語
ら
ず
」
と
い
う
経
を
引
用
し
て
、

本
論
の
尋
を
尋
伺
を
指
す
も
の
と
解
し
て
い
る
。

⑤
見
聞
覚
知
の
四
種
の
言
説
を
行
な
う
「
見
聞
覚
知
の
四
種
の
言
説
」
に
つ
い
て
、
『
倶
舎
論
』
は
経
に
説
か
れ
る
十
六
種
の

言
説
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
正
し
く
な
い
言
説
（
非
聖
言
）
と
正
し
い
言
説
（
聖
言
）
と
に
分
け
ら
れ
る
。
正
し
く
な
い
言
説
と
は
、

見
て
い
な
い
の
に
見
た
と
言
う
こ
と
、
見
た
の
に
見
て
い
な
い
と
言
う
こ
と
、
乃
至
、
知
っ
て
い
な
い
の
に
知
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
、

知
っ
て
い
る
の
に
知
っ
て
い
な
い
と
言
う
こ
と
の
八
種
で
あ
る
。
正
し
い
言
説
と
は
そ
の
反
対
の
八
種
で
あ
る
。
要
す
る
に
言
説
と
は

「
見
た
、
聞
い
た
」
等
と
語
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
色
が
見
の
対
象
で
あ
り
、
声
が
間
の
対
象
で
あ
り
、
法
が
知
の
対
象
で
あ
り
、

⑭

香
・
味
・
触
が
覚
の
対
象
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
見
聞
覚
知
は
六
識
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
四
種
の
言
説
と
は
六
識
の
内
容

⑥
対
象
を
増
益
す
る
以
上
の
よ
う
な
意
識
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
想
と
五
見
と
尋
伺
と
い
う
心
作
用
に
よ
っ
て
、
〃
デ
ー
ヴ
ァ
ダ

ッ
タ
〃
と
い
う
名
を
聞
く
と
き
、
実
体
と
し
て
は
存
在
し
て
い
な
い
〃
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
〃
が
実
在
す
る
か
の
よ
う
に
誤
認
さ
れ
る
。

２
こ
と
ば
の
働
き

７



⑯

想
と
は
、
表
象
作
用
（
の
餌
且
倒
目
）
で
あ
り
、
境
の
因
相
（
己
目
目
）
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。

称
友
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
注
釈
す
る
。

⑰

境
の
因
相
を
捉
え
る
と
は
、
境
の
特
性
で
あ
る
姿
（
ぐ
爵
冨
‐
鼠
の
間
‐
昌
冒
）
を
捉
え
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

⑬

世
親
は
『
五
穂
論
」
で
も
同
様
に
規
定
し
て
い
る
。
世
親
の
『
唯
識
三
十
頌
」
に
対
す
る
安
慧
の
注
釈
で
も
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

想
と
は
境
の
因
相
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
境
と
は
所
縁
で
あ
る
。
因
相
と
は
そ
れ
（
境
）
の
特
性
で
あ
り
、
青
や
黄
な
ど
の
も
の

を
所
縁
と
し
て
立
て
る
要
因
（
雨
国
目
）
で
あ
る
。
そ
れ
を
捉
え
る
こ
と
と
は
、
「
こ
れ
は
冑
で
あ
っ
て
、
黄
で
は
な
い
」
と
確
定
す

声
を
聞
く
の
は
耳
識
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
耳
識
に
も
自
性
分
別
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
計
度
分
別
と
随
念
分
別
と
が
な
い
の

で
「
無
分
別
」
と
呼
ば
れ
る
。
ゆ
え
に
、
耳
識
は
声
を
聞
く
だ
け
で
そ
の
意
味
を
理
解
し
な
い
。
こ
と
ば
の
意
味
が
理
解
さ
れ
る
の
は
、

耳
識
の
直
後
に
生
じ
る
分
別
を
伴
う
意
識
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
説
明
は
『
摂
大
乗
論
」
も
阿
毘
達
磨
諭
吉
も
同
様
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
次
の
〃
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
〃
と
い
う
名
を
因
相
と
し
て
把
握
す
る
段
階
に
お
い
て
違
い
が
生
じ
る
。

名
を
因
相
と
し
て
把
握
す
る
の
は
、
意
識
に
伴
う
想
と
い
う
心
作
用
で
あ
る
。
想
の
働
き
を
世
親
の
「
倶
舎
論
」
は
次
の
よ
う
に
規
定

手
９
フ
勺
○

こ
こ
で
先
に
保
留
し
て
お
い
た
「
因
相
と
し
て
把
握
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。
先
に
引
用
し
た
無
性
の
注
釈
で
は
、

「
因
相
と
し
て
把
握
す
る
」
こ
と
が
蛇
の
例
を
用
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
蛇
の
名
を
所
縁
と
す
る
と
き
、
縄
に
お
い
て
、
蛇
の
因
相
で
あ
る
湾
曲
な
ど
を
因
相
と
し
て
［
捉
え
る
。
］

⑮

識
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
。

を
所
縁
と
し
て
立
て
る
要
因
一⑲

る
こ
と
（
己
昌
冒
目
）
で
あ
る
。

「
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
は
こ
こ
に
は
い
な
い
」
と
か
「
い
る
」
と
語
ら
れ
る
と
き
、
声
は
聞
き
手
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
が
、
他
方
、
８

こ
と
ば
の
意
味
で
あ
る
、
眼
な
ど
の
寄
り
集
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
「
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
」
［
な
る
存
在
］
は
、
そ
の
直
後
に
分
別
意



こ
の
限
り
で
は
『
摂
大
乗
論
』
と
阿
毘
達
磨
論
書
の
説
明
の
仕
方
に
区
別
は
な
い
。
ま
た
、
「
摂
大
乗
論
』
が
「
因
相
と
し
て
把
握
し
、

見
に
よ
っ
て
そ
れ
に
執
着
し
、
諸
々
の
尋
に
よ
っ
て
こ
と
ば
（
ぐ
凶
ｏ
）
を
発
し
、
〃
Ｉ
を
見
た
〃
〃
Ｉ
を
聞
い
た
〃
な
ど
の
四
種
の
言
説
に

よ
っ
て
言
説
を
な
し
云
々
」
と
い
う
よ
う
に
、
意
識
が
言
説
を
起
こ
す
に
至
る
過
程
を
、
意
識
に
伴
う
想
や
見
や
尋
・
伺
な
ど
の
一
連
の

心
所
法
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
も
、
阿
毘
達
磨
諭
書
の
説
明
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

箇
所
の
説
明
は
、
有
部
と
琉
伽
行
派
と
に
お
け
る
想
の
規
定
の
相
違
を
念
頭
に
置
い
て
理
解
す
べ
き
ょ
う
に
思
わ
れ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
倶
舎
論
」
に
お
い
て
は
、
想
は
た
だ
「
表
象
作
用
で
あ
り
、
境
の
因
相
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
」
と
規
定
さ
れ

て
い
る
。
他
方
、
「
職
伽
師
地
論
』
（
本
地
分
意
地
）
で
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

⑳

想
と
は
何
か
。
表
象
す
る
こ
と
（
了
像
、
の
目
冒
自
倒
）
で
あ
る
。

⑳

想
は
ど
の
よ
う
な
作
用
を
す
る
の
か
。
所
縁
に
お
い
て
心
に
因
相
を
取
り
言
説
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
を
そ
の
作
用
と
す
る
。

同
じ
く
「
礒
伽
師
地
論
」
の
摂
決
択
分
の
五
識
身
相
応
地
意
地
に
お
い
て
も

⑫

想
は
ど
の
よ
う
な
作
用
を
も
つ
の
か
。
所
縁
に
お
い
て
心
が
因
相
を
取
る
こ
と
及
び
言
説
を
立
て
る
と
い
う
作
用
を
も
つ
・

と
規
定
さ
れ
、
さ
ら
に
無
著
の
『
大
乗
阿
毘
達
磨
集
論
」
に
は

「
蛇
」
と
い
う
名
を
聞
い
た
と
き
、
蛇
と
い
う
対
象
（
境
）
の
特
性
で
あ
る
ク
ネ
ク
ネ
と
雪
曲
す
る
様
を
因
相
と
し
て
捉
え
る
。
そ
れ

は
言
う
ま
で
も
な
く
『
倶
舎
論
」
で
「
境
の
因
相
を
捉
え
る
」
と
言
わ
れ
、
称
友
に
よ
っ
て
「
境
の
特
性
で
あ
る
性
質
を
捉
え
る
こ
と
」

と
説
明
さ
れ
た
想
の
表
象
作
用
に
よ
る
働
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
蛇
」
と
い
う
名
を
聞
く
と
き
に
、
想
が
ク
ネ
ク
ネ
と
弩
曲
す
る
様
子

を
心
に
表
象
さ
せ
、
因
相
と
し
て
把
握
す
る
。
安
慧
は
こ
の
因
相
を
、
何
ら
か
の
も
の
、
今
の
例
で
言
え
ば
「
蛇
」
が
、
対
象
と
し
て
認

識
さ
れ
る
要
因
で
あ
る
と
言
い
、
こ
の
因
相
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
こ
れ
は
Ａ
で
あ
っ
て
、
Ｂ
で
は
な
い
」
つ
ま
り
「
こ
れ
は
蛇
で

あ
っ
て
、
蛙
で
は
な
い
一
と
確
定
さ
れ
る
と
言
う
。
意
識
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
想
が
、
何
か
の
名
を
聞
い
て
そ
の
対
象
を
認
識
す
る
過
程

あ
っ
て
、
蛙
で
は
な
い
」
と
確
｛

は
以
上
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
分
別
は
二
・
一
九
か
ら
二
・
二
二
の
節
に
わ
た
っ
て
解
説
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
依
他
起
性
と
遍
計
所
執
性
の
両
方
に
関

係
す
る
。
そ
れ
が
依
他
起
性
と
遍
計
所
執
性
の
境
界
線
を
分
か
り
に
く
く
し
て
い
る
原
因
で
あ
る
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ

う
。
両
者
の
関
係
を
含
む
三
性
相
互
の
関
係
は
二
・
一
七
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
三
性
の
在
り
方
は
、
［
相
互
に
］
異
な
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
異
な
っ
て
は
い
な
い
の
か
。
異
な
っ
て
い
る
の
で
も
な

く
、
異
な
っ
て
い
な
い
の
で
も
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
同
じ
依
他
起
性
が
、
或
る
在
り
方
か
ら
す
れ
ば
、
依
他
起
で
あ
る
。
或

想
は
ど
の
よ
う
な
特
質
を
も
つ
の
か
。
想
は
表
象
す
る
こ
と
（
構
了
、
“
画
且
習
自
幽
）
を
特
質
と
す
る
。
想
は
種
々
の
法
の
影
像

（
像
類
、
胃
呂
巨
日
冨
）
を
捉
え
る
こ
と
を
［
自
性
と
す
る
も
の
で
あ
り
］
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
見
ら
れ
聞
か
れ
・
覚
え
ら

⑳

れ
、
知
ら
れ
た
意
味
を
言
説
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
玲
伽
師
地
論
」
や
『
大
乗
阿
毘
達
磨
集
論
」
に
お
い
て
は
、
意
識
が
言
説
を
起
こ
す
に
至
る
過
程
は
、
意
識
に
伴
う

「
想
」
と
い
う
一
つ
の
心
所
法
の
働
き
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
『
摂
大
乗
論
」
の
「
依
他
起
性
［
す
な
わ

ち
］
身
体
な
ど
［
の
表
象
］
に
お
い
て
そ
れ
を
因
相
と
し
て
把
握
し
」
と
い
う
語
を
無
性
が
注
釈
し
て

［
そ
れ
は
］
「
自
相
を
執
し
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
因
相
と
し
て
把
握
す
る
の
は
想
で
あ
る
。
想
し
た
よ
う
に
言
説
を
な
す
。

と
述
べ
た
の
も
、
上
記
の
よ
う
な
「
琉
伽
師
地
論
』
や
『
大
乗
阿
毘
達
磨
集
論
」
の
「
想
」
に
関
す
る
理
解
を
踏
ま
え
た
上
で
の
こ
と
に

相
違
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
想
と
い
う
一
つ
の
心
作
用
に
、
対
象
の
相
を
捉
え
る
「
取
相
」
の
働
き
と
、
そ
れ
を
こ
と
ば
に
す
る
「
言
語

化
」
の
働
き
と
が
共
に
含
ま
れ
る
と
解
し
た
所
に
、
玲
伽
行
諭
書
の
特
長
が
あ
る
。
そ
こ
に
、
「
こ
と
ば
」
の
作
用
を
意
識
に
よ
る
対
象

認
識
と
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
重
要
視
す
る
琉
伽
行
派
の
「
こ
と
ば
重
視
の
思
想
」
の
一
端
が
窺
え
る
。
な
ぜ
琉
伽
行

派
は
「
こ
と
ば
」
の
作
用
を
対
象
認
識
と
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
依
他
起
性
・
遍
計
所
執
性
と
分
別

l（



同
じ
依
他
起
性
が
或
る
［
在
り
方
］
か
ら
す
れ
ば
「
依
他
起
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
、
或
る
在
り
方
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
他

⑳

な
る
力
で
あ
る
勇
習
の
種
子
か
ら
生
じ
た
依
他
起
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

同
じ
も
の
が
或
る
［
在
り
方
］
か
ら
す
れ
ば
「
遍
計
所
執
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
、
或
る
在
り
方
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
分
別

の
因
相
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
分
別
（
遍
計
執
）
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

同
じ
も
の
が
或
る
［
在
り
方
］
か
ら
す
れ
ば
「
円
成
実
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
、
或
る
在
り
方
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
分
別

（
遍
計
執
）
さ
れ
た
そ
の
通
り
に
は
、
そ
れ
は
決
し
て
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

依
他
起
性
は
、
そ
れ
が
他
な
る
種
子
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
在
り
方
か
ら
す
れ
ば
「
依
他
起
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
同
じ
依

他
起
性
が
、
分
別
（
遍
計
執
、
冨
鼻
四
宮
煙
）
の
因
相
（
昌
目
目
）
で
あ
り
か
つ
分
別
に
よ
っ
て
分
別
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
在
り
方

か
ら
す
れ
ば
、
「
遍
計
所
執
」
と
呼
ば
れ
る
。

「
分
別
の
因
相
」
と
い
う
語
の
意
味
は
難
解
で
あ
る
。
無
性
は
こ
こ
の
「
分
別
の
因
相
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
分
別
（
遍
計
執
）
さ

れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
語
を

我
や
色
な
ど
の
遍
計
執
さ
れ
る
も
の
の
所
依
で
あ
り
、
遍
計
執
と
呼
ば
れ
る
意
識
に
よ
っ
て
我
や
色
な
ど
の
事
物
と
し
て
遍
計
執
さ

⑳

れ
る
の
で
あ
る
。

⑳

と
注
釈
し
、
分
別
の
因
相
を
遍
計
執
さ
れ
る
も
の
の
所
依
と
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
依
他
起
性
が
所
依
と
な
っ
て
分
別
が
生
じ
、
そ
の
分

別
に
よ
っ
て
依
他
起
性
自
身
が
分
別
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
同
じ
依
他
起
性
が
遍
計
所
執
性
と
呼
ば
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
依
他

起
性
が
遍
計
所
執
性
へ
と
転
ず
る
瞬
間
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
瞬
間
に
は
、
依
他
起
性
は
分
別
を
生
ず
る

所
依
（
分
別
の
因
相
）
と
な
り
、
し
か
も
同
時
に
、
自
ら
生
み
出
し
た
そ
の
分
別
に
よ
っ
て
分
別
さ
れ
て
、
遍
計
所
執
性
へ
と
転
ず
る
。

る
在
り
方
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
同
じ
も
の
が
、
遍
計
所
執
で
あ
る
。
或
る
在
り
方
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
同
じ
も
の
が
、
円
成
実
な
の

で
坐
の
う
③
。
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言
う
ま
で
も
な
く
、
依
他
起
性
も
虚
妄
分
別
と
呼
ば
れ
る
分
別
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
虚
妄
分
別
と
い
う
分
別
が
、
遍
計
所
執
性
を
生

ぜ
し
め
る
他
の
分
別
の
所
依
と
な
っ
た
状
態
を
、
他
の
状
態
と
区
別
し
て
「
分
別
の
因
相
」
と
呼
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
分
別
の
因
相
」
の
何
た
る
か
を
理
解
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
先
に
「
意
識
の
働
き
」
に
お
い
て
「
意
識
が
遍
く
計
度
す
る
」
と

い
う
こ
と
の
意
味
を
考
察
し
た
こ
と
を
、
思
い
出
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
無
著
は

遍
く
計
度
す
る
も
の
ｅ
目
冨
官
、
意
識
）
は
ど
の
よ
う
に
遍
く
計
度
す
る
の
か
。
［
す
な
わ
ち
］
何
を
所
縁
と
し
、
ど
の
よ
う
に

因
相
を
把
握
し
、
ど
の
よ
う
に
執
着
し
、
ど
の
よ
う
に
こ
と
ば
を
発
し
、
ど
の
よ
う
に
言
説
を
な
し
、
ど
の
よ
う
に
増
益
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
遍
く
計
度
す
る
の
か
。
名
を
所
縁
と
し
、
依
他
起
性
に
お
い
て
そ
れ
を
因
相
と
し
て
把
握
し
、
見
に
よ
っ
て
そ
れ
に
執
着

し
、
諸
々
の
尋
に
よ
っ
て
こ
と
ば
を
発
し
、
「
見
た
」
な
ど
の
四
種
の
言
説
に
よ
っ
て
言
説
を
な
し
、
存
在
し
な
い
対
象
を
「
存
在

す
る
」
と
増
益
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
増
益
す
る
。

と
述
べ
て
い
た
。
そ
れ
に
関
し
て
無
性
は
、
「
依
他
起
性
に
お
い
て
そ
れ
を
因
相
と
し
て
把
握
す
る
」
と
い
う
語
を
「
自
相
を
執
す
る
」

こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
注
釈
す
る
。
そ
し
て
「
因
相
と
し
て
把
握
す
る
の
は
想
で
あ
り
、
想
し
た
よ
う
に
言
説
が
な
さ
れ
る
」
と
言
う
。

ま
た
「
そ
れ
に
執
着
す
る
」
の
は
、
「
五
種
の
見
が
計
度
分
別
の
行
相
を
と
っ
て
生
じ
る
か
ら
で
あ
り
」
そ
し
て
そ
れ
は
「
因
相
と
し
た

も
の
に
執
着
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
因
相
と
し
て
把
握
す
る
と
き
、
依
他
起
性
に
お
い
て
自
相
を
執
す
る
働
き
が
生
じ
、

そ
れ
に
伴
っ
て
計
度
分
別
が
生
じ
る
。
そ
し
て
計
度
分
別
さ
れ
た
対
象
に
対
し
て
「
こ
れ
は
是
の
如
く
で
あ
る
」
と
執
着
し
、
他
の
者
に

示
そ
う
と
し
て
尋
と
伺
と
に
よ
っ
て
こ
と
ば
を
発
す
る
の
で
あ
る
、
と
解
説
す
る
。

無
性
の
注
釈
か
ら
、
先
ず
、
因
相
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
、
依
他
起
性
に
お
い
て
自
相
を
執
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
、
そ
れ
が
意
識
に
伴
う
想
（
“
四
且
倒
）
と
い
う
心
作
用
に
よ
る
働
き
で
あ
り
、
そ
の
働
き
は
言
語
化
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
更
に
、
想
と
は
別
の
心
作
用
で
あ
る
五
種
の
見
が
計
度
分
別
と
し
て
生
じ
、
因
相
と
し
て
把
握
し
た
も
の
に
執
着
す
る
こ
と
が
分

か
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
識
が
依
他
起
性
を
対
象
と
し
、
そ
れ
を
遍
計
所
執
性
へ
と
転
ず
る
と
き
、
一
方
で
は
、
意
識
に
伴
う
想
と
い
う
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心
作
用
が
依
他
起
性
を
因
相
と
し
て
把
握
し
言
語
化
す
る
よ
う
に
働
き
、
も
う
一
方
で
は
、
別
の
心
作
用
で
あ
る
五
見
（
あ
る
い
は
計
度

分
別
）
が
、
因
相
と
し
て
把
握
さ
れ
た
も
の
に
「
こ
れ
は
是
の
如
く
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
執
着
す
る
。
こ
こ
に
は
依
他
起
性
が
遍
計

所
執
性
へ
と
転
ず
る
過
程
が
、
依
他
起
性
が
意
識
に
伴
う
二
極
の
心
作
用
に
よ
る
、
二
種
の
把
握
（
執
着
）
と
二
種
の
言
語
化
（
執
着
）

と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
把
握
と
言
語
化
と
は
、
お
そ
ら
く
別
の
作
用
で
は
な
く
、
同
一
の
作
用
に
対
す
る
二
種
の
表
現

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
両
者
が
共
に
「
執
着
」
と
い
う
語
で
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
の
よ
う
に
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
二

種
の
把
握
あ
る
い
は
二
種
の
言
語
化
は
、
『
解
深
密
経
」
に
出
る
「
自
性
の
相
の
安
立
」
と
「
差
別
の
相
の
安
立
」
と
同
趣
旨
の
こ
と
と

思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

分
別
の
行
境
で
あ
り
、
遍
計
所
執
相
の
所
依
で
あ
る
、
行
の
因
相
に
お
い
て
、
「
色
穂
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
自
性
の
相
あ
る
い

は
差
別
の
相
と
し
て
名
と
記
号
と
が
安
立
さ
れ
、
「
色
聴
が
生
じ
る
」
と
か
「
減
す
る
」
と
か
「
色
穂
を
断
ず
る
」
と
か
「
遍
知
す

る
」
と
い
う
よ
う
に
自
性
の
相
あ
る
い
は
差
別
の
相
と
し
て
名
と
記
号
と
が
安
立
さ
れ
た
も
の
、
そ
れ
が
遍
計
所
執
相
で
あ
る
。
そ

れ
に
依
っ
て
世
尊
は
諸
法
の
相
無
自
性
相
を
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

分
別
の
行
境
で
あ
り
、
遍
計
所
執
相
の
所
依
で
あ
る
、
行
の
因
相
な
る
も
の
、
そ
れ
が
依
他
起
相
で
あ
る
。
そ
れ
に
依
っ
て
世
尊

⑰

は
諸
法
の
生
無
自
性
相
と
勝
義
無
自
性
相
の
一
分
と
を
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
依
他
起
性
が
、
分
別
の
行
境
で
あ
り
、
遍
計
所
執
相
の
所
依
で
あ
り
、
行
の
因
相
（
“
鯉
日
の
冨
国
昌
目
目
）
で
あ
る
こ
と
が
説

か
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
依
他
起
性
に
お
い
て
自
性
の
相
あ
る
い
は
差
別
の
相
が
言
語
化
さ
れ
た
も
の
が
遍
計
所
執
性
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

「
行
の
因
相
」
は
雪
万
八
千
頌
般
若
経
」
の
西
蔵
訳
第
八
三
章
と
「
二
万
五
千
頌
般
若
経
」
の
西
蔵
訳
第
七
二
章
に
相
当
す
る
「
弥

⑳

勒
請
問
章
」
に
頻
出
す
る
用
語
で
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
も
こ
の
語
は
依
他
起
性
を
語
る
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
0

る
0

1Q
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こ
の
章
の
問
題
は
．
切
法
が
無
を
自
性
と
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
般
若
波
羅
蜜
を
学
ぼ
う
と
す
る
菩
薩
は
、
色
穂
を
初
め
仏
陀
の

特
性
に
至
る
ま
で
の
一
切
法
を
、
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
べ
き
か
」
と
い
う
弥
勒
の
問
い
に
対
し
て
、
世
尊
が
．
切
法
を
単
に
名
に
過
ぎ
な

い
も
の
と
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
」
と
答
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
弥
勒
は
次
の
よ
う
に
尋
ね
る
。

世
尊
よ
、
「
こ
れ
は
色
で
あ
る
」
と
す
る
命
名
は
［
命
名
さ
る
べ
き
］
事
物
を
備
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
乃
至
「
こ
れ
は
仏

陀
の
特
性
で
あ
る
」
と
す
る
命
名
は
事
物
を
備
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
［
命
名
は
］
行
の
因
相
に
依
っ
て
［
な
さ

れ
る
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
］
。
そ
う
で
あ
る
と
き
、
菩
薩
摩
訶
薩
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
色
を
単
に
名
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
学
ぶ
べ

き
で
し
ょ
う
か
。
乃
至
、
［
ど
の
よ
う
に
し
て
］
仏
陀
の
特
性
を
単
に
名
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
学
ぶ
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
も
し
［
命

名
が
命
名
さ
る
べ
き
］
事
物
を
備
え
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
は
、
そ
う
い
う
名
に
は
単
に
名
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
そ
の

こ
と
も
妥
当
し
な
く
な
り
ま
す
。
「
こ
れ
は
色
で
あ
る
」
と
い
う
［
命
名
に
］
単
に
名
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
妥
当
し
な
く
な⑳

り
ま
す
。
乃
至
「
こ
れ
は
仏
陀
の
特
性
で
あ
る
」
と
い
う
［
命
名
に
］
単
に
名
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
妥
当
し
な
く
な
り
ま
す
。

世
尊
の
言
う
よ
う
に
、
一
切
法
が
単
に
名
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
こ
れ
は
色
で
あ
る
」
と
か
「
こ
れ
は
仏
陀
の
特
性

で
あ
る
」
と
命
名
す
る
こ
と
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
命
名
さ
る
べ
き
事
物
（
蔓
幽
切
言
）
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
命
名
さ
る

べ
き
事
物
な
し
に
、
名
の
み
が
存
在
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
、
と
弥
勒
は
言
う
。
弥
勒
の
考
え
を
認
め
た
上
で
世
尊
は
、
命
名
さ
る
べ

き
事
物
と
命
名
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
こ
れ
は
色
で
あ
る
」
と
い
う
そ
の
命
名
（
目
日
四
段
の
胃
）
は
、
そ
の
行
の
因
相
の
上
に
、
た
ま
た
ま
投
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

乃
至
「
こ
れ
は
仏
陀
の
特
性
で
あ
る
」
と
い
う
そ
の
命
名
は
［
そ
の
行
の
因
相
の
上
に
］
た
ま
た
ま
投
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

⑳

し
て
、
弥
勒
ょ
、
そ
の
行
の
因
相
で
あ
る
事
物
に
よ
っ
て
、
「
色
」
と
い
う
こ
の
名
に
お
い
て
、
「
色
で
あ
る
」
と
い
う
確
信
、
理
解
、

認
知
が
生
じ
る
。
ゆ
え
に
弥
勒
ょ
、
そ
う
い
う
点
か
ら
次
の
よ
う
に
、
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
こ
れ
は
色
で
あ
る
」
乃

至
「
こ
れ
は
仏
陀
の
特
性
で
あ
る
」
と
い
う
そ
の
命
名
は
、
そ
の
行
の
因
相
で
あ
る
事
物
の
上
に
た
ま
た
ま
投
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ

M
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弥
勒
よ
次
の
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
。
こ
の
場
合
に
、
或
る
人
々
に
は
、
そ
の
同
じ
行
の
因
相
で
あ
る
事
物
の
上
に
、
あ
る
い
は

概
念
（
の
営
冒
）
、
あ
る
い
は
言
葉
に
よ
る
表
示
（
官
営
“
目
）
、
あ
る
い
は
名
（
目
日
目
）
、
あ
る
い
は
言
説
（
煙
目
く
苫
く
鯉
厨
国
）
、
あ
る

⑪

い
は
執
着
（
“
匡
目
く
の
笛
）
が
［
生
じ
る
、
と
い
う
こ
と
を
］
・

こ
こ
で
「
行
の
因
相
」
は
「
行
の
因
相
で
あ
る
事
物
」
と
言
い
直
さ
れ
て
お
り
、
両
者
は
同
一
物
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

が
命
名
さ
る
べ
き
事
物
で
あ
る
。
世
尊
は
、
そ
の
命
名
さ
る
べ
き
事
物
と
命
名
と
が
、
必
然
的
で
は
な
い
、
た
ま
た
ま
の
関
係

（
侭
目
巨
富
）
に
あ
る
も
の
だ
と
言
う
。
し
か
し
、
そ
の
関
係
が
必
然
的
で
な
い
、
た
ま
た
ま
の
も
の
で
あ
る
に
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
行
の

因
相
で
あ
る
事
物
の
ゆ
え
に
、
「
色
」
と
い
う
名
に
お
い
て
、
「
色
」
と
い
う
確
信
や
、
理
解
や
、
認
知
、
あ
る
い
は
、
概
念
や
、
言
葉
に

よ
る
表
示
や
、
名
や
、
言
説
や
執
着
が
生
じ
る
、
と
言
う
。
つ
ま
り
行
の
因
相
で
あ
る
事
物
は
、
命
名
さ
る
べ
き
対
象
で
あ
り
、
か
つ
概

念
や
、
乃
至
、
執
着
を
生
ぜ
し
め
る
原
因
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
語
を
こ
こ
で
は
、
概
念
や
乃
至
は
執
着
を
形
成
す
る
（
の
四
日
の
百
田
）

⑫

因
（
口
目
旨
騨
）
で
あ
り
、
か
つ
命
名
の
対
象
と
し
て
の
相
で
も
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
筆
者
は
「
行
の
因
相
」
と
訳
し
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
行
の
因
相
で
あ
る
事
物
は
、
究
極
的
な
存
在
（
勝
義
、
冒
圖
日
野
旨
）
で
は
な
く
、
究
極
的
な
存
在
は
、
言
語
表
現
さ

⑬

れ
な
い
［
法
］
界
（
目
号
巨
山
国
“
島
騨
呂
）
で
あ
る
と
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
ら
二
つ
は
同
一
で
も
な
く
別
異
で
も
な
い
と
説
か
れ
る
。
同

一
で
な
い
と
さ
れ
る
理
由
に
関
し
て
は
、
も
し
同
一
な
ら
、
凡
夫
で
さ
え
言
語
表
現
さ
れ
な
い
［
法
］
界
を
証
得
し
て
般
浬
梁
す
る
と
い

う
誤
謬
に
陥
る
こ
と
と
な
る
旨
が
述
べ
ら
れ
る
。
別
異
で
な
い
と
さ
れ
る
理
由
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

弥
勒
ょ
、
も
し
も
言
語
表
現
さ
れ
な
い
［
法
］
界
が
行
の
因
相
で
あ
る
事
物
と
別
異
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
と
き
に
は
も
は
や
、
そ
れ

あ
る
が
故
に
そ
の
言
語
表
現
さ
れ
な
い
［
法
］
界
が
通
達
さ
れ
得
る
と
こ
ろ
の
、
そ
の
因
相
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
る

こ
こ
に
因
相
と
い
う
語
が
二
通
り
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
ひ
く
。
一
つ
は
言
う
ま
で
も
な
く
行
の
因
相
で
あ
鴫

⑭
罪
〈
ノ
○

フ
（
》
、
‐
し
」
○



る
。
も
う
一
つ
は
、
法
界
を
通
達
せ
し
め
る
因
相
で
あ
る
。
行
の
因
相
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
概
念
お
よ
び
執
着
を
形
成
し
か
つ
そ

の
対
象
と
な
る
因
相
、
つ
ま
り
迷
い
の
現
象
世
界
を
形
成
す
る
因
相
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
法
界
を
通
達
せ
し
め
る
因
相
は
、
も
は
や

現
象
世
界
を
形
成
し
な
い
因
相
で
あ
る
の
で
、
「
行
の
因
相
」
と
は
呼
ば
れ
な
い
。
悟
り
の
智
慧
を
生
じ
か
つ
そ
の
対
象
と
な
る
因
相
で

あ
る
。
ま
た
、
行
の
因
相
で
あ
る
事
物
と
法
界
と
の
区
別
が
「
言
語
表
現
」
の
有
無
に
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
行

（
の
四
日
の
百
国
）
は
、
広
義
の
「
こ
と
ば
」
の
働
き
を
意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
法
界
を
通

達
せ
し
め
る
場
合
の
因
相
に
は
「
行
」
の
語
が
冠
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

二
・
一
七
に
用
い
ら
れ
る
「
分
別
の
因
相
」
を
十
全
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
用
語
の
使
用
法
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
を
整
理
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

注①
分
節
は
長
尾
雅
人
『
摂
大
乗
論
和
訳
と
注
解
上
』
（
講
談
社
、
一
九
八
二
年
、
長
尾
と
略
記
）
に
準
ず
る
。
本
稿
に
お
け
る
西
蔵
訳
か
ら
の
和

訳
は
本
書
に
収
録
さ
れ
た
校
訂
本
を
底
本
と
す
る
。

②
櫻
部
『
倶
舎
論
の
研
究
』
二
○
○
頁
。

③
『
玲
伽
師
地
論
』
（
大
正
三
○
、
三
五
七
頁
、
下
、
二
○
以
下
）
は
四
種
の
現
量
の
中
に
、
「
意
根
の
所
行
を
境
界
」
と
す
る
「
意
受
現
量
‐
｜
を
現

量
の
意
識
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
竹
村
牧
男
「
唯
識
三
性
説
の
研
究
』
二
五
五
頁
参
照
。

④
醇
嗣
尋
も
忠
》
甲
酌
荻
原
雲
来
訳
註
「
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
明
瞭
義
釈
』
（
第
一
界
品
）
一
○
一
頁
。

の
四
冒
口
四
口
四
ｍ
く
い
め
い
日
倒
豈
言
山
も
Ｈ
ｍ
〕
剴
山
の
討
巨
庁
四
‐
○
胃
口
庁
蜘
‐
目
目
、
回
国
口
も
四
口
四
庁
ロ
‐
ご
Ｈ
煙
匡
］
釦
Ｈ
ロ
す
ぎ
』
斥
倒
０
ｍ
．
ｍ
山
彦
］
Ｈ
ｐ
ｍ
ｐ
ｐ
巴
ず
ぼ
画
く
倒
目
戸
凶
国
凹
の
」
．
ぐ
田
四
ｍ
Ｈ
四
ぐ
胃
ぐ
芦
旦
｝
胃
四
ｍ
【
割

（
ぐ
言
冒
丘
厨
》
四
凶
を
訂
正
）
く
冨
四
倒
昌
ぐ
己
冨
匿
日
９
口
①
昌
閏
吾
号
昌
彊
国
‐
冒
且
冨
目
＆
白
目
目
‐
白
目
冒
堅
、
日
富
国
胃
自
国
国
閂
皇
目
鼻
ぐ
百
四
四
．

、

穴
勝
己
四
匹
い
す
匡
己
目
ご
煙
恒
甲
く
時
四
言
画
』
ｑ
匡
○
目
鼻
①
国
《
国
‐
国
冒
》
型
四
日
ず
ゆ
ロ
①
自
習
口
叫
も
の
汽
笛
旦
倒
ず
巨
冒
印
ぐ
再
扇
写
昌
で
即
昌
ぐ
①
」
四
国
凶
血
目
ご
印
目
匡
昌
晨
甘
四
日

』
ご
’
四
号
‐
号
言
昌
昌
冨
目
０
８
》
の
臼
呂
巨
薗
冒
冨
曽
四
口
四
日
四
首
目
日
９
９
の
厨
か
菌
置
日
宮
口
①
（
目
昌
曽
砦
①
爾
箇
毎
日
冨
邑
①
を
訂
正
）
胃
い
く
閏
冨
国
昌

令
凸
ｊ

ご
印
崖
切
画
』
ウ
ロ
」
口
員
屋
ロ
四
目
画
‐
く
胃
六
四
岸
ロ
凹
再
ぐ
匡
○
く
画
庁
の

し
・

峠
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⑧ ⑦ ⑥ ⑤⑨
性
中
に
於
て
眼
等
の
相
を
取
る
。
見
に
由
り
て
執
著
し
と
は
、
五
の
品
類
に
由
り
て
行
［
相
］
を
推
求
し
、
転
じ
て
諸
も
る
の
執
著
を
起
こ
す
な
り
。

相
貌
を
取
り
已
り
て
執
著
を
起
こ
す
が
故
に
。
是
れ
相
貌
に
於
て
堅
く
執
著
す
る
の
義
な
り
。
見
に
由
り
て
義
を
推
求
し
、
決
定
し
て
執
著
を
起
こ
Ⅳ

其
の
名
無
き
に
非
ず
。
名
有
り
て
、
能
く
其
の
義
に
於
て
諸
も
る
の
分
別
を
起
こ
す
な
り
。
依
他
起
自
性
中
に
於
て
彼
の
相
貌
を
取
り
と
は
、
是

れ
自
相
を
執
す
る
の
義
な
り
。
相
を
能
取
す
る
に
由
り
て
説
き
て
名
づ
け
て
想
と
爲
し
、
其
の
所
想
の
如
く
に
是
の
言
説
を
作
す
。
或
は
依
他
起
自

じ
て
境
と
爲
し
と
は
、
謂
く
、
色
受
等
・
天
輿
等
の
名
の
義
に
於
て
相
応
す
る
に
、
諸
も
る
の
通
計
を
起
こ
し
、
異
な
る
行
相
を
説
い
て
識
と
爲
す
。

と
の
茎
莪
な
、
り
。

自
ら
の
名
言
重
習
を
用
て
種
子
と
為
し
と
は
、
無
始
よ
り
の
生
死
の
所
有
る
意
識
は
戯
論
・
名
言
惠
習
の
種
子
に
し
て
、
此
を
生
因
と
爲
す
な
り
。

縁
た
る
相
に
由
り
て
、
是
を
遍
計
所
執
自
性
と
名
づ
く
な
り
。
是
れ
「
此
の
如
く
」
と
の
義
な
り
と
は
、
是
れ
「
此
の
品
類
の
縁
た
る
相
の
如
く
‐

及
び
一
切
の
識
の
名
言
黛
習
を
用
て
種
子
と
為
す
と
は
、
謂
く
、
無
辺
の
色
等
の
影
識
の
名
言
黛
習
の
種
子
を
因
と
爲
す
。
彼
に
似
て
生
ず
る
が
故

に
。
是
の
故
に
、
一
切
の
無
辺
の
行
相
も
て
分
別
し
て
転
ず
る
な
り
。

一
一
１
１
｛
パ
‐
』
‐
丁
争
、
・

一
ｍ
同
〃
》
Ｐ
ｆ
Ｖ
目
冒
胃
』
〕

訳
し
て
い
る
。

二
・
一
六
に
対
す
う
負

［
玄
英
訳
の
読
み
下
し
］

復
た
次
に
、
云
何
が
遍
計
は
能
く
遍
く
計
度
す
る
と
は
、
作
間
生
起
し
て
、
遍
計
所
執
自
性
の
差
別
を
宣
説
せ
ん
と
欲
す
る
が
為
な
り
。
名
を
縁

當
に
知
る
べ
し
。

復
た
次
に
能
遍
計
有
り
等
と
は
、
遍
計
所
執
を
分
別
せ
ん
と
欲
す
る
が
為
の
故
に
此
の
言
を
説
く
。

又
、
若
し
此
の
相
に
由
り
依
他
起
自
性
を
し
て
所
遍
計
を
成
ぜ
し
め
ば
、
此
の
中
、
是
を
遍
計
所
執
自
性
と
名
づ
く
と
は
、
謂
く
、
此
の
品
類
の

又
、
依
他
起
自
性
を
所
遍
計
と
名
づ
く
と
は
、
謂
く
、
此
の
一
分
の
眼
等
の
諸
相
は
是
れ
所
計
の
業
な
り
。

意
識
が
無
量
の
行
相
に
よ
っ
て
分
別
す
る
こ
と
は
二
・
一
五
Ｂ
に
も
説
か
れ
る
。

而
呉
〕
に
よ
り
胃
侭
切
冒
を
採
る
。

西
蔵
訳
は
目
侭
唱
の
回
目
唄
冒
で
あ
り
、
名
に
よ
っ
て
所
縁
と
し
、
と
訳
す
べ
き
で
あ
る
が
、
無
性
疏
に
そ
れ
を
蛇
の
例
を
用
い
て
説
明
す
る

で
は
、
目
侭
医
旦
目
鴨
冒
名
を
所
縁
と
し
、
と
あ
る
こ
と
を
考
盧
し
て
、
名
を
所
縁
と
し
と
訳
し
た
。
長
尾
訳
も
「
名
を
対
象
と
し
て
」
と

ロ
閏
に
よ
、
り
穴
ぐ
勝
を
採
る
。

六
に
対
す
る
無
性
釈
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

意
識
は
是
れ
能
遍
計
な
り
。
分
別
有
る
が
故
に
と
は
、
顕
示
と
随
念
と
の
分
別
有
り
て
雑
染
す
る
所
な
る
に
由
る
が
故
な
り
。

ア
ラ
ユ



尋
伺
無
く
し
て
、
能
く
語
言
を
説
く
に
非
ず
。
見
聞
等
の
四
種
の
言
説
に
由
り
て
言
説
を
起
こ
し
と
は
、
見
聞
覺
知
の
四
種
の
言
説
に
由
り
て
言
説

を
起
こ
す
な
り
。
蛇
に
似
た
る
縄
等
の
相
貌
を
縁
じ
て
盤
曲
等
の
種
種
の
相
貌
を
取
る
が
如
く
、
自
ら
執
著
し
已
り
て
他
を
覺
悟
せ
ん
が
為
に
是
の

如
き
の
言
を
説
く
。
「
我
已
に
蛇
を
見
る
。
我
已
に
蛇
を
見
る
」
と
。
此
も
亦
是
の
如
し
。
他
は
是
を
聞
き
巳
り
て
復
た
更
に
増
益
し
、
謂
ひ
て

し
已
り
、
他
の
為
に
説
か
ん
と
欲
す
。
尋
に
由
り
て
語
を
起
こ
し
と
は
契
経
に
「
尋
に
由
り
、
伺
に
由
り
て
、
能
く
語
言
を
説
く
」
と
説
く
が
如
し
。

を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
意
識
は
無
限
の
行
相
を
も
っ
た
一
切
の
分
別
と
し
て
生
ず
る
の
で
あ
る

依
他
起
性
［
す
な
わ
ち
］
身
体
な
ど
［
の
表
象
］
に
お
い
て
そ
れ
を
相
と
し
て
把
握
し
と
は
、
自
相
を
執
し
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
相
と
し
て
把
握

す
る
の
は
想
で
あ
る
。
想
し
た
よ
う
に
言
説
を
な
す
。
あ
る
い
は
依
他
起
性
［
す
な
わ
ち
］
眼
な
ど
［
の
表
象
］
に
お
い
て
［
そ
れ
を
相
と
し
て
把

｜
そ
の
習
気
が
そ
の
種
子
で
あ
る
。
す
べ
て
の
表
象
〔
を
生
み
州
す
〕
こ
と
ば
の
習
気
の
種
子
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
は
、
す
な
わ
ち
、
色
な
ど

の
無
限
の
も
の
と
し
て
現
わ
れ
た
表
象
は
こ
と
ば
の
習
気
と
い
う
因
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
［
意
識
は
］
そ
い
う
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
性
質

［
そ
れ
］
自
体
の
こ
と
ば
の
習
気
の
種
子
か
ら
生
じ
と
は
、
意
識
は
、
「
意
識
」
と
呼
ば
れ
る
［
が
］
、

た
、
見
た
・
聞
い
た
．
覺
え
た
・
知
っ
た
と
い
う
］
言
説
（
く
菌
く
“
訂
国
ゞ
三
口
の
畠
且
）
と
し
て
の

握
す
る
］
。
五
種
の
見
が
計
度
［
分
別
］
の
行
相
を
と
っ
て
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
執
着
し
と
は
、
相
と
し
た
も
の
に
執
着
す
る
か
ら
で
あ

り
、
相
に
執
着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
見
に
よ
っ
て
計
度
［
分
別
］
さ
れ
た
対
象
に
対
し
て
「
こ
れ
は
是
の
如
く
で
あ
る
」
と

執
着
し
、
他
の
者
に
示
そ
う
と
し
て
尋
と
伺
と
に
よ
っ
て
言
葉
（
く
四
。
）
を
発
す
る
。
「
尋
な
く
伺
な
く
し
て
は
語
（
句
、
冒
烏
）
を
語
ら
ず
」
と

所
縁
と
し
と
は
、

そ
の
ま
ま
遍
計
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す

「
實
有
な
り
」
と
爲
す
。

［
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
和
訳
］

意
識
が
遍
計
す
る
も
の
で
あ
る
。
分
別
を
有
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
と
は
、
［
意
識
は
］
計
皮

依
他
起
性
に
お
い
て
或
る
行
相
で
遍
計
が
な
さ
れ
る
と
き
、
そ
［
の
行
相
］
が
そ
こ
に
お
け
る
遍
計
所
執
性
で

依
他
起
性
が
遍
計
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
は
、
そ
の
一
部
が
眼
な
ど
の
対
境
（
く
留
冨
）
と
［
し
て
通
計
さ
れ
る
］

遍
く
計
度
す
る
も
の
は
ど
の
よ
う
に
遍
く
計
度
す
る
の
か
と
は
、
行
相
の
様
態
を
間
う
て
、
遍
計
さ
れ
る
様
態
を
示
す
の
で
あ
る
。
名
に
よ
っ
て

趣
計
す
る
も
の
が
あ
り
等
々
と
遍
計
所
執
［
性
］
が
考
察
さ
れ
る
。

デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
な
ど
の
名
を
聞
く
と
き
に
対
象
を
遍
計
す
る
が
、
名
を
聞
か
な
け
れ
ば
対
象
を
分
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

’

［
分
別
］
と
随
念
分
別
を
伴
う
か
ら
で
あ
る
。

無
始
時
来
の
輪
廻
に
お
い
て
［
行
な
っ
て
き

「
こ
と
ば
」
（
号
宮
面
目
》
ｇ
＆
息
）
で
あ
り
、

る
］
の
で
あ
る
。

あ
る
と
は
、
因
と
な
っ
た
行
相
が
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［
経
に
］
説
か
れ
る
如
く
で
あ
る
。
見
た
な
ど
と
は
、
見
た
・
聞
い
た
。
覚
え
た
・
知
っ
た
と
い
う
四
種
の
言
説
（
く
目
ぐ
凹
冨
国
）
で
あ
る
。
た
と

え
ば
蛇
の
名
を
所
縁
と
す
る
と
き
、
縄
に
お
い
て
、
蛇
の
相
で
あ
る
誉
曲
な
ど
を
［
本
物
の
蛇
の
］
相
と
し
て
［
捉
え
］
、
そ
れ
に
執
着
し
て
、
他

の
者
に
示
そ
う
と
し
て
「
蛇
を
見
た
」
と
語
（
冒
烏
）
を
語
る
。
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
。

⑩
こ
の
一
文
は
西
蔵
訳
テ
キ
ス
ト
で
は
前
掲
の
拙
訳
の
よ
う
に
「
そ
れ
に
執
着
し
」
と
い
う
本
論
の
語
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
玄
英
訳
（
大
正

三
○
、
四
○
四
頁
、
上
、
五
’
六
）
に
「
由
見
執
著
者
、
由
五
品
類
推
求
行
転
」
と
あ
る
の
を
参
考
に
、
そ
の
語
の
後
に
あ
る
べ
き
も
の
と
解
し
た
。

⑪
雑
阿
含
留
興
爵
日
号
言
呂
目
歩
尉
、
戸
や
臼
ふ
ふ
に
引
用
さ
れ
る
。

印
冒
ぐ
の
。
匡
回
印
同
画
》
匡
言
ぐ
四
ｍ
の
ｍ
Ｈ
目
の
詩
倒
Ｈ
山
ぐ
惇
庁
四
吋
穴
四
ぐ
』
○
四
Ｈ
倒
茸
の
ロ
可
四
口
戸
弄
叫
声
．
毎
（
く
詳
四
拭
穴
ぐ
画
く
胃
○
画
［
ぐ
画
く
四
○
四
日
ロ
ゴ
冨
幽
の
四
庁
の
口
倒
ぐ
』
計
四
門
穴
凹
ぐ
］
の
倒
閂
ぐ
の
〕
》
口
．
計
印
口
煙
ぐ
①

く
ト

典

く

Ｌ

Ｌ

臼
日
凸

四
口
ロ
山
国
汽
画
切
言
①
ぐ
昌
四
崗
丙
四
百
ぐ
の
の
ロ
丙
切
Ｈ
口
倒
の
奇
①
ぐ
胃
○
倒
門
山
彦
．

。
二
足

櫻
部
「
倶
舎
論
の
研
究
」
二
九
七
－
二
九
八
頁
参
照
。

⑫
胃
局
．
四
画
目
》
“
》
岸
隠
式
四
》
画
大
正
三
一
、
四
○
三
頁
、
下
、
二
九
’
四
○
四
頁
、
上
、
一
四
。
片
野
前
掲
書
、
一
二
八
頁
参
照
。

Ｈ
昌
胃
ロ
㈹
、
』
ｍ
ｇ
Ｈ
ご
』
ぬ
の
で
、
の
ぎ
の
め
す
］
四
ず
ゆ
ロ
］
］
ご
Ｐ
の
ず
望
自
己
、
写
①
め
す
国
、
丘
四
］
ゆ
め
○
ｍ
ｍ
石
口
牌
叶
冒
』
ロ
”
（
ず
○
ｍ
口
四
ｍ
ｇ
○
口
一
画
澆
巨
口
弄
口
Ｈ
一
○
ｍ
で
四
Ｈ
ず
胃
①
」
穴
冒
］
門
口
」
国
、

目
戸
知
庁
豈
○
の
で
四
Ｈ
ｐ
回
匹
○
口
旨
い
【
ロ
酌
拭
昌
で
画
Ｈ
Ｈ
《
○
ｍ
で
ｍ
Ｈ
丘
国
の
ユ
門
口
目
日
巨
の
、
○
｜
｜
ぬ
い
医
四
国
函
望
］
国
ず
ｍ
ｐ
ｍ
胆
罠
画
ｍ
○
ず
○
口
〕
］
Ｑ
］
宮
ｍ
」
ゆ
め
○
ｍ
ｍ
で
画
冒
皿
旦
の
胃
閂
毎
扇
ぽ
い
邑
目
巨
四
『

｝
色
目
ロ
ロ
回
の
声
の
め
ず
目
四
ヶ
四
口
冒
門
四
口
い
、
樟
Ｈ
巨
言
切
声
回
国
Ｈ
ｐ
ｍ
－
ｍ
Ｈ
ｐ
ｐ
ｍ
○
口
で
ｍ
Ｈ
ｍ
面
①
ロ
の
写
①
の
び
〕
ゆ
ず
、
）
】
《
庫
、
厨
彦
］
ぬ
、
○
｜
｜
門
口
厨
巨
四
国
Ｈ
ｐ
ｍ
Ｒ
塵
凰
国
で
ロ
ロ
］
廷
匡
剥
の
切

弄
①
｜
芦
胃
ｍ
Ｈ
》
旦
匡
の
①
め
い
屋
、
旦
匡
【
ず
、
国
の
岸
四
Ｈ
Ｈ
〕
①
め
め
ロ
｛
ず
ゆ
め
口
旦
騨
旦
》
」
○
ぬ
め
い
○
｜
｜
望
四
口
、
ロ
四
館
の
ぎ
四
国
ぬ
く
』
ニ
ラ
四
口
ぬ
い
』
ロ
胆
○
ケ
○
口
目
目
旦
門
口
胃
、
一
卸
の
○
い
め
で
四

］
画
〉
○
’
一
岸
ゆ
ず
四
吋
目
閏
目
で
凹
冒
口
、
四
国
、
の
も
ｐ
Ｈ
耳
○
ｍ
で
画
』
Ｈ
ｐ
ｍ
Ｈ
己
で
四
門
］
巨
函
ご
卸
の
の
○
一
一
Ｑ
の
」
印
Ｈ
ｐ
ｐ
ｍ
Ｏ
ｐ
で
四
【
い
ず
の
ロ
七
四
ｍ
犀
の
め
ず
冠
四
ヶ
、
ロ
戸
門
口
厨
百
四
ロ
ヨ
回
崗
ゴ
冒
四
の

で
四
ｍ
ロ
日
ロ
、
○
口
で
四
月
め
ぽ
の
ロ
で
四
》
目
ロ
ゴ
】
冒
弄
の
門
口
房
ぽ
ゆ
国
冒
胄
釦
』
四
目
旨
、
ロ
○
口
で
四
門
の
辱
の
ロ
で
四
当
』
Ｑ
ず
ｍ
ｐ
ｍ
、
］
の
い
ず
の
ｍ
ず
く
四
ケ
煙
哩
』
庁
ず
い
庁
切
冒
』
ぬ
、
○
｜
｜
岸
ロ
ヮ
四
の
ロ
加
①
の
己
四
Ｈ

ご
門
弄
即
い
め
で
四
》
】
Ｑ
○
口
」
口
》
ｇ
】
国
』
ｑ
の
ず
い
面
一
口
目
○
の
ロ
の
口
〕
ロ
ｍ
○
口
で
四
門
切
豈
の
ｐ
ｐ
ｍ
め
い
の
廿
四
ロ
ｇ
四
ｍ
］
口
望
○
口
で
、
門
》
・
○
旦
己
四
口
卸
吋
詳
○
ｍ
で
四
９
口
画
、
Ｑ
も
目
○
・
℃
四
口
四
ｍ

ｍ
』
切
目
”
四
ｍ
弄
巨
ロ
己
画
の
の
｝
Ｏ
ｐ
ｍ
の
弄
①
｜
｜
Ｈ
口
四
ゴ
門
芹
四
ｍ
の
門
口
凹
旦
で
】
画
」
で
③
Ｈ
諄
い
ゴ
ー
、
胃
ロ
』
の
Ｈ
ｐ
Ｈ
卸
○
切
豈
の
、
芦
的
穴
四
ｑ
ｍ
ｍ
匡
口
ぬ
い
己
四
声
四
ず
屋
）
○
｜
｜
Ｈ
国
一
彦
○
国
、
で
四
］
ゆ
め
○
ｍ
ｍ

も
口
い
ぼ
の
め
す
冒
四
ず
い
ロ
』
己
寺
弓
○
口
い
で
四
』
ｍ
ｐ
ｍ
《
写
○
ｍ
で
凹
匹
印
ヨ
”
一
己
目
の
ず
Ｈ
ｍ
ｍ
で
ず
閨
①
巳
で
”
」
ｍ
ｐ
ｍ
一
門
邑
四
汽
冒
で
四
目
刊
①
い
も
凹
言
彦
四
め
曰
く
口
二
門
口
印
ヨ
で
い
ず
的
昏
』
で
○

Ｑ
四
ぬ
い
］
、
計
の
一
一
砕
岸
口
門
め
ず
［
ロ
』
ぬ
と
胃
［
ご
』
ロ
、
］
印
匹
目
目
、
、
で
四
口
四
（
彦
画
、
で
四
］
い
め
ず
門
戸
旨
、
晋
］
目
ご
庁
②
茸
四
口
日
四
戸
く
い
、
丙
く
○
ぬ
』
印
め
○
ｍ
ｍ
も
四
門
目
苛
め
参
四
口
胃
戸
印
【
ご
国
①
ｇ

ｏ
岸
ｐ
ｍ
ｇ
の
］
ｍ
Ｈ
ｐ
ｐ
ｍ
Ｏ
ｐ
も
、
詞
め
ず
の
国
ｐ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
》
四
国
］
四
ず
め
庁
回
国
で
卸
》
』
で
ず
冒
胃
Ｒ
め
す
Ｈ
ロ
ー
門
口
庁
冒
○
国
ｍ
ｐ
ｍ
○
ｍ
壷
の
の
《
ｍ
》
］
”
斤
巨
ｍ
門
口
Ｈ
四
ケ
画
匡
の
二
ｐ
ｐ
ｍ
旨
ご
計
、
面
巨
目
ぬ
い
の
○
｜
｜

縁
名
為
境
者
、
謂
色
受
等
天
輿
等
名
於
義
相
応
、
起
諸
遍
計
、
説
異
行
相
為
識
。
其
名
非
無
有
。
有
名
能
於
其
義
起
諸
分
別
。
於
依
他
起
自
性
中
取

彼
相
貌
者
、
是
執
自
相
義
。
由
能
取
相
説
名
為
想
。
如
其
所
想
作
是
言
説
。
或
於
依
他
起
自
性
中
取
眼
等
相
。
由
見
執
着
者
、
由
五
品
類
推
求
行
転
、
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起
諸
執
著
。
取
相
貌
已
起
執
著
故
、
是
於
相
貌
堅
執
著
義
。
由
見
推
求
於
義
決
定
、
起
執
著
已
欲
為
他
説
。
由
尋
起
語
者
、
如
契
経
説
。
由
尋
由
伺

而
説
語
言
。
非
無
尋
伺
能
説
語
言
。
由
見
聞
等
四
種
言
説
而
起
言
説
者
、
由
見
聞
覺
知
四
種
言
説
而
起
言
説
。
如
縁
似
蛇
縄
等
相
貌
、
取
盤
曲
等
種

種
相
貌
、
自
執
著
已
為
覺
悟
他
、
説
如
是
言
。
我
已
見
蛇
、
我
已
見
蛇
。
此
亦
如
是
。
他
聞
是
已
復
更
増
益
、
謂
為
實
有
。

⑬
「
そ
れ
」
が
何
を
意
味
す
る
か
は
説
明
さ
れ
な
い
。
長
尾
訳
で
は
名
（
概
念
）
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
長
尾
上
、
三
二
九
頁
参
照
。

⑭
少
尉
厚
も
い
ぶ
》
中
届
舟
橋
一
哉
一
倶
舎
論
の
原
典
解
明
業
品
』
三
四
六
’
三
四
七
頁
。
二
倶
舎
論
』
に
十
六
種
の
言
説
に
関
す
る
記
述
の

あ
る
こ
と
を
本
庄
良
文
氏
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
）

８
○
四
蟹
ぐ
目
い
く
豊
四
国
写
の
国
国
口
罫
幽
昏
一
《
《
回
島
撰
の
号
翼
如
く
凶
９
国
鼠
尉
昌
①
）
日
鼻
①
〕
国
司
輿
①
昌
画
倒
国
ぐ
倒
日
国
鳥
切
意
画
身
磐
煙
ぐ
倒
呂
国
胃
画
く
弾
・
国
司
理
の

〕
乱
司
倒
国
く
画
昌
国
詳
剖
目
の
〉
口
倒
ご
山
場
冨
匡
く
〕
弾
く
画
ぽ
割
国
玩
》
｜
島
異
の
骨
の
国
く
倒
呂
国
冒
倒
ぐ
印
・
急
司
騨
①
菖
首
倒
国
ぐ
倒
呂
鼠
四
身
翼
の
〕
島
の
国
ぐ
倒
呂
国
望
凶
ぐ
四
二

四
ぐ
］
首
騨
の
ゆ
く
］
ヨ
四
国
ぐ
倒
呂
国
耳
引
日
①
画
ご
画
搦
冨
巨
ぐ
目
印
ぐ
昌
画
国
営
言
胃
尉
巴
削
日
日
ｍ
国
脅
自
国
目
角
国
昌
ヨ
画
国
ロ
凶
日
置
日
置
宙
四
国
四
日
｜

岸

○
画
斥
切
匡
昏
恥
吋
○
言
四
門
ロ
四
国
四
の
○
群
庁
四
胃
四
ロ
ロ
ウ
ロ
ロ
弄
四
門
口
与
国
す
ず
豚
。
四
国
四
一
｜

画

冨
旦
号
駕
患
昌
冨
ぐ
胃
画
倒
国
日
日
四
国
日
。
○
再
四
目
『
、
吾
四
百
画
目
四
日
一
百
く
》
］
三
｜

〕
四
。
○
四
汀
冒
菖
司
四
目
の
旨
倒
ロ
ロ
ゥ
苛
口
冨
日
ｇ
Ｑ
島
駕
四
日
胃
ご
巨
冨
四
日
一
目
四
○
○
ｏ
胃
○
行
国
昌
ヨ
山
口
の
ロ
色
国
Ｃ
Ｏ
言
屋
尽
日
一
国
四
国
日
四
国
○
菖
ヨ
倒
口
①
ご
回
国
庁
ｓ
百
国
臼
昌

一
哩
昌
館
胃
目
印
〕
号
く
叫
声
倒
望
四
国
司
倒
口
巴
切
国
ロ
日
画
国
日
一

１
福
原
亮
厳
監
修
「
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
本
頌
の
研
究
Ⅱ
」
九
五
頁
で
は
。
鼻
吻
匡
脅
○
目
日
自
○
昌
冒
自
習
号
言
冨
日
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
２
福

原
前
掲
言
で
は
‐
ぐ
言
四
ｓ
日
四
ｓ
目
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

経
説
諸
言
略
有
十
六
。
謂
於
不
見
不
聞
不
覺
不
知
事
中
言
實
見
等
、
或
於
所
見
所
間
所
覺
所
知
事
中
不
見
等
。
如
是
八
種
名
非
聖
言
。
若
於
不
見
乃

至
不
知
言
不
見
等
、
或
於
所
見
乃
至
所
知
言
實
見
等
。
如
是
八
種
名
聖
言
。
何
等
名
為
所
見
等
相
。
頌
日
。

由
眼
耳
意
識
井
餘
三
所
證

如
次
第
名
為
所
見
聞
知
覺

論
日
。
毘
婆
沙
師
作
如
是
説
。
若
境
由
眼
識
所
證
名
所
見
。
若
境
由
耳
識
所
證
名
所
聞
。
若
境
由
意
識
所
證
名
所
知
。
若
境
由
鼻
識
舌
識
及
身
識
所

證
名
所
覺
。

⑮
醇
尉
尋
も
⑤
ち
・
巴
‐
圏
舟
橋
一
哉
「
倶
舎
論
の
原
典
解
明
業
品
』
三
五
○
頁
。

⑯
ン
尉
厚
も
．
農
９
１
国
大
正
二
九
、
一
九
頁
、
上
、
一
八
。
櫻
部
頂
舎
論
の
研
究
」
二
八
一
’
二
八
二
頁
。
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於
所
縁
令
心
彩
壹
言
説
為
業
。

⑳
シ
の
ら
蝉
思
大
正
三
一
、

ｍ
四
目
試
口
画
口
画
伍
丙
笛
己
山
の
巴
亘
吋
国

画
詳
］
’

め
四
目
目
閏
昌
国
９
ｍ
白
く
］
箇
冒
目
目
鼻
○
侭
Ｈ
ｇ
農
※
｜
想
謂
於
境
取
差
別
相
。
※
シ
【
く
弱
く
］
笛
冨
‐
冒
昌
茸
‐
四
四
菌

⑰
醇
嗣
く
顎
ロ
］
目
》
閉
荻
原
雲
来
・
山
口
益
訳
註
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
明
瞭
義
釈
根
品
」
五
七
頁
。

ぐ
届
包
と
四
‐
ロ
貝
巨
淳
言
四
‐
ぬ
同
型
写
、
一
口
．
ぐ
易
四
国
四
‐
く
品
①
の
口
‐
再
匡
も
口
‐
ぬ
片
山
宮
四
』
《
と
四
Ｈ
含
ロ
四
面

、

、

⑱
刀
昌
層
忌
§
き
§
、
黒
弓
§
園
ｂ
閏
段
届
》
画
為
竹
村
牧
男
「
唯
識
三
性
説
の
研
究
」
二
九
○
参
照
。

》
匡
匡
小
の
め
ぬ
四
口
い
の
可
の
ロ
四
一
と
匡
冒
晨
四
門
口
（
の
写
四
国
』
ご
少
胃
》
回
国
」
己
で
四
》
○
’
一

⑲
砕
き
“
冒
原
自
国
蓉
号
ミ
ミ
ミ
§
盈
曽
も
巴
も
蜂

協
日
冒
四
ぐ
届
画
く
印
日
日
員
○
」
四
農
ｍ
ｐ
ｍ
日
一
ぐ
尉
四
く
い
巴
四
日
ず
印
口
四
日
．
日
日
胃
言
国
自
国
」
ぐ
豚
の
曽

口
Ｈ
置
冨
国
堅
望
堅
四
日
ず
ゆ
ｐ
い
く
国
四
ぐ
閉
吾
画
丙
山
国
ロ
閏
画
一
国
昌
○
堅
四
豊
津
国
四
目
日
日
も
凹
唇
印
日
日
毎
日
①
国
ｐ
ｐ
ｍ
目
冨
日
豈
一

⑳
母
国
戸
や
ｇ
ｂ
も
禺
己
旦
鷺
．
四
》
脚
大
正
三
○
、
二
九
一
頁
、
中
、
二
八
’
二
九
。

閏
目
副
雷
目
目
一
の
四
旦
習
自
画
一
一
想
云
何
。
謂
了
像
。

⑳
母
国
戸
や
ｇ
も
も
農
ら
旦
隠
》
“
〕
中
ロ
］
・
大
正
三
○
、
二
九
一
頁
、
下
。

山
』
四
吋
ロ
ケ
卸
目
の
○
呉
言
餌
○
］
言
閂
穴
四
尉
包
ぐ
ぐ
ゆ
ぐ
ゆ
可
幽
門
四
斤
印
同
ロ
］
穴
凶

Ｌ

ｇ
Ｈ
ｐ
】
ぬ
ゆ
め
も
四
旨
釦
ｍ
①
Ｈ
ご
ｍ
Ｈ
口
厨
声
色
ｐ
Ｈ
ご
口
【
〕
旦
昌
自
己
四
〕
〕
弄
声
印
め
口
冨
四
二
丙
］
］
］
凹
め
ず
］
①
二
口
○
．

於
所
縁
令
心
発
起
種
種
言
説
為
業
。

日
日
訂
国
は
両
蔵
訳
で
は
日
房
ご
ロ
日
閏
》
鳥
目
層
と
訳
さ
れ
、
漢
訳
で
は
発
起
種
種
と
訳
す
が
、
こ
の
箇
所
を
注
釈
し
た
摂
決
択
分
で
は
次
注

の
よ
う
に
彩
壹
と
訳
し
て
い
る
。
同
舟
の
§
ロ
．
団
員
詮
首
辱
守
員
留
琶
幕
昌
目
息
。
葛
ミ
ゼ
で
は
ご
ご
ゞ
計
困
に
日
蔚
宮
口
臼
胄
》
烏
旨
冨
烏
侭
）
８
日

目
四
房
国
富
Ｈ
ゞ
烏
旨
冒
の
意
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
、
弓
の
国
置
侭
庁
同
四
留
唱
○
Ｈ
吾
の
冨
置
侭
｛
○
Ｒ
ぐ
四
国
の
鴨
回
弓
）
と
訳
し
て
い
る
。

⑳
屈
〆
昼
圏
ゞ
四
〕
卸
大
正
三
○
、
六
○
二
頁
、
上
。

」
【
ロ
］
、
固
の
も
弾
」
凹
め
の
呂
戸
、
戸
『
］
印
門
口
行
の
写
画
ｐ
Ｈ
己
四
円
》
回
国
』
ロ
も
凹
旦
ｍ
ｐ
ｍ
庁
彦
四
切
戸
く
四
匹
》
」
○
ぬ
、
で
印
）
一
』
ゆ
め
（
）
印
ご
国
］
胃
ご
○
．

六
六
三
頁
、
中
。

｜
の
画
ロ
］
］
口
倒
口
倒
口
画
匡
声
四
国
ロ
回
で
【
四
註
一
〕
】
目
冒
ケ
○
回
”
【
四
面
山
口
四
ｍ
く
い
｛
〕
ず
四
ぐ
画
く
画
く
画
匡
【
切
言
画
の
昌
号
卸
口
冒
、
庁
ゆ
く
］
〕
威
四
言
画
冒
幽
耳
｝
冒
画
ロ
く
目
印
く
ぃ
一
戸
四
門
‐
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⑳
長
尾
訳
注
は
「
遍
計
の
因
と
な
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
長
尾
上
、
三
三
六
頁
注
２
参
照
。

、

⑳
同
層
目
。
蔚
乱
あ
ご
冨
忌
ミ
ミ
ョ
ミ
ミ
畠
ミ
ミ
》
貝
冒
冒
巴
Ｐ
ら
韻
）
も
閏
〕
岸
届
大
正
一
六
、
六
九
六
頁
、
叩
、
一
五
’
二
二
。
兵
藤
一
夫

「
三
性
説
に
お
け
る
唯
識
無
境
の
意
義
川
」
（
「
大
谷
学
報
』
第
六
九
巻
第
四
号
、
一
九
九
○
年
）
二
八
頁
参
照
。

Ｈ
冒
四
ロ
芦
℃
凹
尉
計
奔
○
ｍ
で
四
面
．
〕
、
己
惣
○
堅
く
ロ
］
丙
匡
冒
す
片
言
画
い
め
で
い
ぼ
．
】
Ｈ
ロ
扇
彦
四
国
畝
一
旦
汽
営
』
ぬ
画
凸
の
彦
旦
ロ
ヶ
目
①
巳
汽
国
営
片
口
庁
の
犀
四
目
臼
四
旨
卸
一
ｍ
Ｎ
偉
い
の
片
目
芦
も
言
匡
ゴ
己
○
画
彦
①
印

回
○
ず
○
割
目
巳
弄
胃
芦
貝
冒
一
い
ず
四
国
凶
』
９
口
ｍ
Ｈ
ｐ
’
ず
晋
の
ず
目
四
ｍ
ｍ
痔
Ｈ
巨
弄
い
ぼ
四
口
副
〕
・
旦
巨
間
口
〕
口
匡
四
目
ケ
Ｈ
」
四
Ｈ
Ｈ
ｐ
ｐ
Ｈ
ｐ
も
少
買
ず
国
彦
四
岨
で
四
９
ｍ
。
｜
ぬ
い
匡
脆
、
穴
閏
］
己
彦
巨
己
で
○
の
屍
望
の

苛
○
圃
声
①
声
四
門
目
一
口
、
四
ｍ
加
○
国
声
①
宙
四
国
芦
一
ぬ
い
ロ
、
、
穴
望
昌
ロ
岸
巨
昌
も
○
四
℃
四
国
丘
四
』
四
国
一
国
Ｏ
ｐ
ｍ
ｍ
ロ
ゆ
①
ｍ
で
四
Ｎ
声
①
の
号
○
ず
○
割
目
旦
斥
昌
一
ロ
冒
厨
ご
騨
口
副
胃
ｇ
二
四
胃
ロ
’
ず
］
の

ず
Ｈ
四
ｍ
い
］
Ｈ
巨
富
面
四
国
副
芦
。
」
巨
口
］
目
卦
。
四
目
ケ
Ｒ
ｇ
ｍ
Ｈ
Ｒ
ｐ
四
日
旨
で
“
Ｈ
ず
い
面
四
ｍ
己
印
、
四
己
」
印
ぬ
い
も
凹
匡
の
ｐ
Ｈ
弄
匡
ロ
ゴ
鼻
、
”
の
で
四
声
・
目
門
口
厨
彦
向
ロ
副
芦
・
罠
、
ぬ
い
言
の
一
○
の
］
回
す
鼻
①
口

口
い
い
す
○
○
目
目
冒
旦
回
国
茸
Ｑ
四
ｍ
○
ず
○
の
門
口
印
同
国
、
斥
旦
』
門
口
〔
の
写
四
目
副
】
Ｑ
口
○
ず
○
副
』
Ｑ
】
口
四
胃
口
○
ず
尉
己
卸
副
』
』
ず
竺
○
ぬ
い
も
弾
【
崗
冒
旦
切
四
匹
」
ｍ
ｍ
ｍ
の
○
｜
｜
片
口
印
日
で
四
Ｒ
【
《
○
ぬ
己
四
ロ
』

の
己
胃
○
回
国
ロ
ー
穴
巨
冒
す
科
弄
、
ぬ
い
で
卸
臣
．
』
Ｈ
ロ
厨
犀
四
国
副
］
旦
弄
旦
昌
、
画
煙
の
犀
旦
巨
句
と
の
二
戸
］
】
［
口
扇
ぎ
四
口
目
冒
煙
、
回
口
』
四
ｍ
ｍ
で
四
匹
の
ご
胃
、
い
ず
四
口
、
宮
昌
堅
ケ
四
画
い
』
旨
目
扇
ぎ
四
国
副
胃
二

冒
四
”
切
言
①
｜
ユ
の
冒
釦
ヴ
目
庁
の
ロ
ロ
凹
め
ず
○
○
肖
口
冒
匹
回
国
写
・
回
の
○
写
○
の
Ｈ
ｐ
ｍ
Ｈ
口
の
穴
】
］
の
穴
冒
の
ず
凹
昌
○
ず
○
割
】
堅
胃
ロ
四
国
胃
○
ず
］
ｍ
で
色
副
］
Ｑ
・
四
国
－
９
○
ｐ
ｐ
ｍ
目
で
四
国
○
ず
○
副
】
ｇ

Ｈ
ｐ
四
Ｈ
ｐ
Ｏ
昏
芦
⑳
壱
四
口
の
罰
目
二
一
ｍ
ｍ
、
。
』
ぬ
穴
ピ
ロ
ョ
昏
旦
○
ぬ
の
ロ
四
局
門
口
」
、
四
Ｑ
」
四
ｍ
ｍ
⑫
○
｜
｜

若
於
分
別
所
行
遍
計
所
執
相
所
依
行
相
中
、
假
名
安
立
以
為
色
葱
或
自
性
相
或
差
別
相
、
假
名
安
立
為
色
温
生
為
色
恵
滅
、
及
為
色
蔑
永
断
遍
知
或

自
性
相
或
差
別
相
、
是
名
通
計
所
執
相
。
世
尊
依
此
施
設
諸
法
相
無
自
性
性
。
若
即
分
別
所
行
遍
計
所
執
相
所
依
行
相
、
是
名
依
他
起
相
。
世
尊

依
此
施
設
諸
法
生
無
自
性
性
、
及
一
分
勝
義
無
自
性
相
。

⑳
飯
田
昭
太
郎
は
コ
ン
ゼ
と
共
同
で
「
二
万
五
千
頌
般
若
経
』
中
の
対
応
箇
所
を
校
訂
出
版
し
て
い
る
。
同
ｂ
ｏ
ｐ
“
の
四
且
巨
煙
馨
○
目
。
》
：
巨
昌
‐

構
了
相
是
想
相
。
謂
由
想
故
構
壹
種
種
諸
法
像
類
、
随
所
見
聞
覺
知
之
義
起
諸
言
説
。

⑳
鴨
冨
口
賜
旦
冨
侭
唱
】
長
尾
訳
に
は
訳
さ
れ
て
い
な
い
・
漢
四
訳
は
す
べ
て
「
他
」
と
訳
す
。

⑳
ロ
日
ゞ
固
隠
式
Ｅ
・
大
正
三
一
、
四
○
四
頁
、
上
、
二
八
ｌ
中
、
一
・

ヶ
ｇ
四
ｍ
」
四
国
、
ぬ
い
官
、
の
］
四
ｍ
○
ｍ
ｍ
で
四
戸
ロ
ロ
ヶ
鼻
四
ｍ
の
も
四
目
鼻
の
ロ
ゞ
』
ロ
ロ
い
匹
陣
冒
館
一
声
ロ
ロ
庁
庫
目
○
ｍ
で
印
め
医
の
の
丘
〕
ロ
ケ
四
国
』
ユ
丙
〕
］
Ｈ
ロ
四
国
冒
も
四
『
ぬ
①
い
で
ゆ
め
ゴ
ロ
印
、

包
回
ロ
加
、
圃
口
”
の
一
ｍ
ｍ
○
ｍ
の
で
画
》
冒
旦
口
ｍ
Ｏ
ｍ
己
○
【
丙
匡
ロ
（
匡
門
言
○
ｍ
ｍ
《
の
｜
｜

由
依
他
起
是
我
色
等
遍
計
所
執
所
依
止
故
、
又
依
他
起
是
我
色
等
意
識
遍
計
所
遍
計
故
。

片
野
前
掲
書
（
一
三
三
頁
）
で
は
「
我
や
色
な
ど
の
［
諸
法
］
は
遍
計
所
執
の
所
依
で
あ
っ
て
」
と
す
る
が
、
我
や
色
な
ど
は
遍
計
所
執
で
あ
り
、

そ
の
所
依
で
は
な
い
と
考
え
る
。

りワ
ムム



⑳
校
訂
テ
ク
ス
ト
で
は
「
そ
の
行
の
因
相
に
よ
っ
て
、
事
物
に
お
い
て
」
扁
目
“
四
日
の
百
国
日
日
旨
の
息
く
閉
白
目
と
あ
る
が
意
味
が
通
じ
難
い
。
チ

ベ
ッ
ト
訳
弓
①
穴
ｚ
ｏ
臼
囲
）
）
号
耳
＆
ご
冒
昌
、
盲
目
白
煙
〉
昼
侭
ｏ
ｍ
ｐ
ｃ
烏
“
）
に
し
た
が
っ
て
計
の
ロ
四
ｍ
四
日
吻
訂
３
日
目
員
の
口
幽
ぐ
閉
冒
目
と
訂
正
。

血

Ｋ

Ｆ

袴
谷
前
掲
論
文
、
一
九
○
頁
補
注
１
参
照
。

⑪
画
９
目
Ｎ
の
陣
昌
己
画
聖
ｏ
目
。
も
麗
鰐
巴
‐
と

四
噸
四
口
目
穴
四
日
の
国
ロ
ロ
笥
己
、
匡
彦
①
】
四
目
冒
仰
弄
巴
宮
四
日
国
切
日
日
笛
日
切
穴
四
国
‐
ロ
目
旨
弄
蔚
ぐ
麗
冨
昌
胃
四
回
丘
四
日
日
も
、
日
旨
ゞ
四
ｍ
ｍ
目
白
戸
四
日
の
国
ロ

ロ
野
口
印
旦
昏
の
望
四
目
宮
口
厨
５
国
日
ｌ
冒
煙
旦
匡
四
日
］
画
く
四
９
ヶ
匡
旦
匡
写
四
・
唇
日
日
画
旨
．
（
巴
】
ｇ
鼠
。
、
旨
い
旨
①
冒
四
扁
口
四
の
四
目
爵
間
四
目
［
昌
雰
の
ｐ
煙
く
尉
冒
巳
言
巴

昌
ロ
ロ
日
』
ｇ
の
田
切
白
目
口
四
日
目
目
己
四
日
胃
ご
め
四
日
宮
山
目
星
○
ヶ
医
、
く
四
国
．
冒
四
ご
山
と
紺
弾
日
四
昏
冒
禺
扇
、
曰
く
の
二
ｍ
目
国
５
国
印
の
勉
巨
巴
寓
①
望
四
で
四
曼
母
２
ｍ
‐
①
ぐ
四
曰

く
の
９
国
く
目
四
日
唖
四
ｍ
ｍ
目
冒
弄
四
目
の
冨
口
口
角
目
印
旦
毒
①
国
四
日
目
画
廓
冒
国
昌
国
ｍ
Ｂ
目
困
日
畏
胃
回
‐
日
日
胃
扇
ぐ
閉
盲
目
肖
○
堅
匡
凹
営
計
昌
）
四
目
旨
ｌ
く
煙
」
己
山
曰

く
画
く
凹
旦
ず
匡
旦
堅
彦
煙
旦
冒
四
吋
目
芦
画
一
昼
。
（
昌
○
）
言
、
弄
屏
員
ｐ
Ｈ
ロ
印
豈
く
四
ｍ
の
戸
畠
四
］
胃
の
ぐ
ゆ
の
く
倒
旦
曽
彦
四
筥
斥
即
庁
く
ゆ
の
ぐ
口
詳
い
い
冒
胃
口
ど
の
く
ゆ
め
四
口
届
床
山
同
回
‐
巨
貝
口
唇
①
ぐ
四
の
弄
巨
邑
智
め
い
Ｈ
ご
一
ｐ
煙
く
四

仁

ダ
、

比

ｔ

Ｌ

Ｌ
１

。
」

己
同
い
］
副
四
℃
ｐ
Ｈ
く
国
冒
四
目
一
い
く
四
口
匡
ぐ
ぐ
画
く
煙
彦
倒
忌
○
ぐ
凶
１
四
ヶ
弓
］
ロ
］
ぐ
①
の
○
く
四
》

ｔ

⑫
袴
谷
氏
は
「
形
成
因
」
と
訳
す
（
袴
谷
前
掲
論
文
、
特
に
二
○
四
頁
補
注
粥
）
。
兵
藤
氏
は
「
行
の
相
」
と
訳
し
「
因
縁
所
生
法
の
相
」
と
解
す

（
兵
藤
前
掲
論
文
、
特
に
三
六
頁
注
叩
）
。
竹
村
氏
は
「
行
な
る
因
相
」
と
訳
す
（
竹
村
前
掲
書
、
七
四
頁
）
。
目
目
国
を
因
と
取
る
か
対
象
と
取

る
か
に
関
し
て
は
長
尾
上
、
三
三
六
頁
注
２
参
照
。

⑬
口
９
局
の
陣
屋
四
ｇ
ｏ
目
。
も
い
器
）
ら
‐
患
袴
谷
前
掲
論
文
、
二
○
三
頁
㈱
参
照
。

と
画
昏
画
穴
彦
巴
ぐ
囚
冨
印
日
国
》
四
ｍ
い
く
四
国
団
彦
四
ｍ
ゆ
く
ｇ
○
ケ
彦
凶
巴
冨
如
く
閂
三
ｍ
目
ど
四
国
閏
日
》
巳
計
か
ず
言
汀
も
冠
画
の
ぐ
印
匡
ざ
四
目
昏
己
四
目
日
腎
吾
四
ｓ
戸
の
四
○
①
ｑ
画
き
い
い
声
、
‐

Ｈ
２
爵
Ｐ
］
の
呂
○
易
冒
ｇ
の
刃
旦
目
日
日
目
国
ご
皇
国
§
聰
い
、
営
昌
§
雪
蔦
員
魯
ミ
ミ
ミ
ミ
号
冒
員
吻
印
弓
電
〕
弓
目
の
〕
ら
畠
）
袴
谷
憲
昭
「
弥
勒
請

、

問
章
和
訳
」
（
「
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集
」
第
六
号
、
二
一
○
’
一
九
○
頁
、
一
九
七
五
年
）
。
兵
藤
前
掲
論
文
参
照
。

⑳
画
○
○
国
園
の
陣
胃
匡
画
堕
５
画
８
も
画
龍
》
侭
‐
ざ
．

冒
印
・
画
国
面
四
，
四
く
い
口
切
四
く
四
ｍ
冒
戸
四
日
匡
脚
ロ
ロ
四
日
四
』
ず
の
ぎ
四
日
巨
も
四
毎
ヶ
犀
冒
胃
の
胃
凸
Ｑ
］
〔
匿
冒
門
口
で
四
目
戸
口
－
ｍ
ｍ
く
い
の
冒
穴
口
日
日
Ｑ
四
国
ロ
印
日
四
旦
豈
の
胃
騨
巳
匡
も
巴
呉
旨
宇

里
の
旦
四
ユ
丘
四
日
］
凶
ぐ
囚
旦
ラ
匡
匹
匡
彦
四
・
弓
閂
日
倒
昌
Ｆ
買
い
匡
匡
国
困
日
め
穴
胄
四
目
旨
巨
庁
国
白
戸
己
画
旦
四
国
ロ
．
国
邑
倒
穴
印
吾
卸
日
ず
○
二
〕
厨
禺
ｇ
①
口
四
日
四
冨
静
呉
弓
の
日
四

口
四
日
閏
ロ
山
口
四
丙
四
ヨ
同
巨
ロ
自
国
再
』
陛
穴
巴
国
ぐ
ぐ
四
日
》
ｌ
口
四
ロ
国
目
倒
口
四
曰
く
四
く
ゆ
巳
ウ
匡
旦
匡
昏
印
匡
弓
四
局
ヨ
画
曽
冨
陛
穴
巴
国
く
ぐ
閏
巨
四
四
ｇ
四
曲
ぐ
四
切
言
烏
四
日
の
く
四
目
め
印
ロ

脾

く

・
氏

、

国
の
ご
印
ロ
日
日
］
ゆ
め
薗
旦
印
宮
口
四
日
四
目
騨
門
閏
ロ
ロ
ゆ
で
【
画
く
Ｅ
冒
曾
の
》
冒
皿
匹
昌
」
四
日
門
匡
も
四
日
』
ロ
ロ
四
日
ゆ
日
輿
『
餌
日
ロ
四
国
Ｅ
昌
胄
の
ｌ
望
幽
ぐ
四
匡
丘
戸
丘
旦
昏
四
匡
毒
四
忌
日
凶
］
ロ

に

ロ
、
目
口
印
肖
己
倒
（
局
ｍ
Ｈ
ｐ
ｐ
知
己
Ｈ
画
く
巨
一
ぐ
ぃ
庁
①

炉
、
Ｌ
く
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［
四
口
口
四
℃
四
吋
凹
門
口
叫
詳
ぽ
い
《
凹
め
。

⑭
房
己
も
．
厨
・
色
‐
烏

く
四
口
ロ
』
Ｈ
ゆ
ず
写
筐
四
で
冒
凶
ユ
｝
〕
幽
庁
巨
昏
吊
国
『
回
門
口
四
門
言
｝
〕
即
行
い
ぼ
》
（
四
庁
穴
四
房
犀
四
昌
樟
旦
画
庁
言
画
言
ｍ
四
【
口
吻
穴
四
円
四
‐
ロ
］
日
胃
言
言
四
門
口
く
い
め
（
ロ
買
い
口
陣
崗
巨
で
〕
四
日
』
《
］
四
ｍ
四
口
言
匡
辰
四
国

ロ
四
日
、
旦
毒
の
田
口
昌
冒
０
ｍ
〆
曾
己
肖
臼
の
咽
ｌ
冨
四
ぐ
四
口
岸
）
声
己
阜
届
障
嵐
貝
旨
倒
胃
庁
冒
酬
、
四
口
骨
巨
穴
陣
ロ
ロ
習
国
四
回
｝
５
国
四
日
も
門
四
丙
忽
ロ
琶
臼
①
己
四
門
印
日
胃
吾
ｇ
○
口
四
ヶ
写
画
く
呉
尭
ｍ
ｍ
ｏ
Ｒ

行
四
口
口
四
℃
四
吋
凹
門
口
叫
吋
奇
声
煙
《
凹
め
》
戸
、
言
き
い
ロ
胃
ロ
胃
四
ケ
｝
目
』
即
吊
）
旦
倒
〔
』
｝
〕
四
斥
巨
【
ず
岸
煙
く
騨
言
）
の
四
日
口
吻
斥
画
Ｈ
ｍ
Ｉ
画
旨
ロ
］
耳
四
目
ロ
ぐ
印
の
庁
自
画
］
吋
四
す
ず
筐
か
も
冨
幽
〔
』
｝
］
山
（
匡
月
胃
ロ
自
陣
望
巨
］
冒
回
言
①
》

岸
ロ
邑
口
・
》
で
，
心
。
。
〕
中
Ｃ
ｌ
牟
睡
・

四
国
く
い
い
○
①
ロ
戸
自
画
詳
門
の
く
い
の
ｍ
Ｈ
ｐ
ｍ
汽
四
（
山
）
Ｈ
四
‐
ロ
』
ロ
戸
詳
言
四
匹
く
い
切
庁
ロ
ロ
○
口
目
四
ヶ
冒
竺
国
己
ぐ
山

、

Ｌ

、

レ
ー

と
画
言
い
の
〔
四
ｍ
弐
四
口
】
Ｈ
回
す
写
邑
画
（
画
）
も
〕
四
ｍ
］
四
」
ず
四
角
）
言
ｐ
Ｈ
ｍ
ご
く
の
。
豈
○
亭
）
ず
ゆ
く
①
《
．

」
写
型
計
匡
昏
の
旦
叫
旦
四
で
］
‐
］
９
回
昌
国
嵐
言
四
回
四
℃
胃
口
員
口
』
再
四
門
ご
ロ
○
℃
四
一
ｍ
す
ず
く
の
庁
四
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