
す
で
に
周
知
さ
れ
て
い
る
如
く
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
『
入
中
論
』
の
第
六
章
「
第
六
現
前
地
、
般
若
波
羅
蜜
多
の
章
」
に

お
い
て
、
唯
識
説
に
対
す
る
批
判
を
集
中
的
に
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
第
六
章
が
菩
薩
の
第
六
現
前
地
と
い
う
階
位
で
あ
る
こ
と

に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
三
界
唯
心
」
と
い
う
こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
る
た
め
に
、
「
唯
心
」
の
問
題
が
必
然
的
に
唯
識
説
批
判
と
な
っ
て

集
中
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
も
か
く
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
唯
識
説
に
対
す
る
批
判
を
、
こ
の
『
入

中
論
』
の
中
で
集
中
的
に
行
い
、
か
れ
の
中
論
釈
・
フ
ラ
サ
ン
ナ
。
ハ
ダ
ー
（
甸
国
の
自
冒
冨
目
）
に
代
表
さ
れ
る
そ
の
他
の
註
釈
書
の
中
で
は

こ
れ
か
ら
少
し
く
問
題
に
し
て
み
よ
う
と
す
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
も
う
既
に
い
ろ
い
ろ
な
立
場
か
ら
研
究
者
に
よ
っ
て
直
接
的
に
も

間
接
的
に
も
注
意
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
（
９
国
Ⅱ

日
四
国
日
ゞ
弓
）
の
上
で
「
対
論
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
事
を
問
題
と
し
て
み
た
い
。

「
対
論
」
と
い
え
ば
、
た
と
え
ば
、
山
口
益
先
生
の
『
仏
教
に
お
け
る
無
と
有
と
の
対
論
』
と
い
う
有
名
な
書
物
が
す
ぐ
念
頭
に
浮
ぶ

よ
う
に
、
イ
ン
ド
仏
教
の
場
合
に
も
色
々
な
対
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
対
論
」
と
は
一
体
何
の
た
め
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
事

を
考
え
て
み
る
と
、
確
認
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

仏
教
に
お
け
る
「
対
論
」
と
は
何
か

ｌ
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
場
合
Ｉ

～、
ｉ
Ｊ

ノ

川

一

乗

1



唯
識
説
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
て
批
判
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
学
派
名
だ
け
を
あ
げ
て
批
判
し
て
い
る
箇
処
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
２

た
と
え
ば
、
『
六
十
頌
如
理
論
釈
』
の
中
で
、
毘
婆
沙
師
含
巴
目
勝
房
沙
）
と
経
量
部
（
留
員
３
日
房
秒
）
と
そ
れ
か
ら
識
論
者
（
昌
言
目
騨
く
且
旨
）

は
、
自
分
の
学
説
（
段
邑
目
口
冨
）
に
よ
っ
て
「
あ
り
得
な
い
存
在
」
、
た
と
え
ば
、
毘
婆
沙
師
に
お
け
る
法
体
（
い
く
：
園
ぐ
鯉
）
と
か
、
或
い
は
唯

識
説
に
お
け
る
阿
頼
耶
識
（
巴
皇
四
‐
ぐ
言
冒
四
）
の
存
在
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
「
あ
り
得
な
い
存
在
を
説
く
の
は
最
高

①

の
智
慧
を
そ
な
え
た
者
た
ち
に
こ
の
上
な
き
驚
き
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
言
い
方
で
、
学
派
名
だ
け
を
あ
げ
て
唯
識
説

を
批
判
の
対
象
に
し
て
い
る
事
例
は
、
こ
の
よ
う
に
『
入
中
論
』
以
外
に
も
見
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
、
こ
こ
で
は
「
あ

り
得
な
い
存
在
を
説
く
」
と
い
う
言
い
方
で
、
毘
婆
沙
師
や
経
量
部
と
同
様
に
唯
識
説
を
批
判
し
て
い
る
が
、
こ
れ
こ
そ
が
チ
ャ
ン
ド
ラ

キ
ー
ル
テ
ィ
の
唯
識
説
批
判
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
唯
識
説
が
『
入
中
論
』
の
中
で
具
体
的
に
ど
の
様
に
批
判
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
事
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
山
口
益
先

生
の
『
仏
教
に
お
け
る
無
と
有
と
の
対
論
』
に
お
い
て
究
明
さ
れ
て
い
る
の
で
、
い
ま
は
『
入
中
論
』
の
第
六
章
の
本
偶
を
追
い
な
が
ら

そ
の
内
容
を
項
目
的
に
取
り
上
げ
つ
つ
、
特
に
「
対
論
の
意
義
」
と
い
う
点
に
問
題
を
し
ぼ
っ
て
そ
の
内
容
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
最
初
の
ア
ー
ラ
ャ
識
説
批
判
に
つ
い
て
は
、
人
間
が
業
（
行
為
）
を
お
こ
し
て
、
そ
の
業
が
減
し
て
し
ば
ら
く
時
を
経
て
か
ら
、

そ
の
果
報
（
結
果
）
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
ア
ー
ラ
ャ
識
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
唯
識
説
の
主
張
に
対
す
る
チ
ャ

ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
批
判
が
第
三
十
九
偶
か
ら
第
四
十
四
偶
に
お
い
て
述
尋
へ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
の
第
三
十
九
偶
だ
け
を
取
り
上
げ

て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
見
解
を
「
ア
ー
ラ
ャ
識
不
要
論
」
（
雲
井
昭
善
博
士
古
稀
記
念
『
仏
教
と
異
宗
教
』

所
収
）
と
し
て
紹
介
し
た
が
、
そ
れ
を
要
約
し
て
言
え
ば
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
「
減
と
い
う
も
の
は
作
ら
れ
た
も
の
（
有
為
）

で
あ
る
か
ら
存
在
す
る
」
と
い
う
見
解
に
立
っ
て
、
「
減
は
因
を
有
し
て
い
る
も
の
」
（
減
の
有
因
性
）
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
の

主
張
は
、
特
に
・
フ
ラ
サ
ン
ナ
。
〈
グ
ー
の
中
で
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け
継
い
で
、
ツ
ォ
ン
ヵ
。
〈
（
目
ぃ
。
．
匡
曾
も
四
）
は
チ
ャ

ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
そ
の
主
張
を
よ
り
明
確
に
、
「
減
存
在
論
」
と
し
て
『
入
中
論
』
の
注
釈
の
中
で
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



次
に
、
第
四
十
八
偶
か
ら
第
五
十
三
偶
に
お
い
て
、
有
名
な
夢
の
唯
え
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
夢
に
お
い
て
対
象
が
な

い
の
に
夢
を
見
る
と
い
う
事
こ
そ
は
、
「
唯
識
無
境
」
と
い
う
事
の
極
め
て
的
確
な
嚥
例
で
あ
る
と
す
る
唯
識
説
の
主
張
に
対
す
る
批
判

が
こ
の
六
偶
の
中
で
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
委
細
な
問
題
は
と
も
か
く
と
し
て
、
唯
識
説
が
夢
の
中
で
対
象
が
な
い
の
に
対
象
を

見
る
の
は
そ
れ
が
正
し
く
唯
識
無
境
と
い
う
事
の
良
い
喰
例
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
事
に
対
し
て
、
中
観
の
立
場
か
ら
、
そ
れ
を
批
判

し
て
、
夢
の
中
で
は
そ
れ
な
り
に
感
官
（
根
）
と
対
象
（
境
）
と
識
と
は
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
目
覚
め
て
み
た
ら
存
在
し
な
く
な

っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
夢
の
中
で
根
・
境
・
識
は
そ
れ
な
り
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
夢
の
中
に

あ
る
対
象
（
境
）
も
夢
の
中
に
あ
る
認
識
（
識
）
も
共
に
有
無
平
等
で
あ
る
。
夢
か
ら
目
覚
め
た
と
き
両
方
と
も
に
存
在
し
な
い
（
無
）

が
、
夢
の
中
で
は
両
方
と
も
に
存
在
（
有
）
す
る
、
と
い
う
事
で
あ
る
か
ら
、
夢
の
嶮
え
は
唯
識
無
境
を
説
明
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な

く
、
現
実
の
わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
分
別
に
よ
っ
て
自
性
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
根
・
境
・
識
は
真
実
と
し
て
は
空
で

あ
る
、
と
い
う
事
を
意
味
し
て
い
る
の
が
夢
の
嚥
え
で
あ
る
と
、
中
観
説
の
主
張
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
眼
病
者
の
職
え
に
対
す
る
中
観
と
唯
識
と
の
理
解
の
相
異
が
、
第
五
十
四
偶
か
ら
第
六
十
一
偶
に
お
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

唯
識
説
で
は
、
眼
に
病
い
を
持
っ
た
者
（
眼
病
者
）
は
、
実
際
に
は
毛
髪
等
が
存
在
し
な
い
の
に
、
眼
に
病
い
を
持
っ
て
い
る
が
故
に
毛

髪
を
そ
こ
に
見
る
、
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
実
際
に
は
存
在
し
な
い
毛
髪
を
見
る
と
い
う
事
で
、
こ
の
眼
病
者
の
嶮
え
は
唯
識
無
境
の
喰
例

と
し
て
使
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
も
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
眼
病
者
に
と
っ
て
３

次
に
、
そ
の
後
の
第
四
十
五
偶
か
ら
第
四
十
七
偶
に
お
い
て
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
唯
識
説
の
主
張
を
代
弁
し
て
、
⑩
唯
識
と

い
う
事
、
⑨
ア
ー
ラ
ャ
識
の
存
在
と
い
う
事
、
③
依
他
起
性
が
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
、
と
い
う
こ
れ
ら
三
項
目
に
つ
い
て
説

明
し
て
い
る
。
蛇
足
な
が
ら
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
説
明
は
、
唯
識
説
を
中
観
説
の
立
場
か
ら
批
判
し
や
す
い

よ
う
に
故
意
に
都
合
よ
く
説
明
し
て
い
る
、
と
い
う
内
容
の
も
の
で
は
な
く
、
極
め
て
正
当
に
唯
識
説
の
主
張
を
代
弁
し
て
い
る
と
い
つ

て
よ
い
。



は
、
そ
こ
に
見
ら
れ
て
い
る
毛
髪
は
ま
さ
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
眼
の
病
い
が
治
っ
た
者
に
お
い
て
は
存
在
し
な
４

い
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
眼
病
者
に
は
そ
れ
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
眼
病
者
の
職
え
は
唯
識
無
境
の
喰
例
と
し
て
適
切

で
は
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
に
も
う
少
し
詳
し
く
取
り
上
げ
た
い
が
、
と
も
か
く
も
眼
病
者
に
お
け
る
毛
髪

等
の
知
覚
と
毛
髪
の
存
在
は
、
凡
夫
に
お
け
る
無
明
の
分
別
に
よ
る
存
在
を
哺
例
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
眼
病
が
治
っ
た
と
き
、
毛
髪

等
の
知
覚
も
毛
髪
の
存
在
も
と
も
に
無
く
な
っ
た
と
い
う
事
こ
そ
は
ま
さ
し
く
仏
の
世
界
に
お
け
る
主
客
能
所
の
空
と
い
う
事
を
職
例
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
と
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
主
張
し
、
唯
識
説
的
解
釈
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
様
に
、
唯
識
説
に
お
け
る
夢
の
楡
え
や
眼
病
者
の
毛
髪
の
職
え
が
中
観
の
立
場
か
ら
批
判
さ
れ
た
段
階
で
、
唯
識
説
が
た
と
え
ば
、

夢
の
嚥
え
に
お
け
る
対
象
（
境
）
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
識
と
そ
の
識
の
功
能
が
対
象
と
な
っ
て
顕
わ
れ
る

の
で
あ
る
、
と
い
う
様
な
言
い
方
を
す
る
と
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
得
意
の
中
観
的
な
論
法
で
、
そ
の
識
と
功
能
の
関
係
が
成
立

し
な
い
事
を
論
究
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
既
に
生
じ
た
識
と
功
能
が
関
係
す
る
の
か
、
い
ま
だ
生
じ
て
い
な
い
識
と
功
能
が

関
係
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
相
互
関
係
や
、
或
る
い
は
、
現
在
の
功
能
と
識
が
関
係
す
る
の
か
、
未
来
の
功
能
と
識
と
が
関
係
す
る
の
か
、

過
去
の
功
能
と
識
と
が
関
係
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
相
互
関
係
の
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
関
係
性
は
自
性
と
し
て
成
立
し
な
い
と

い
う
論
法
で
、
識
の
功
能
と
識
と
の
関
係
を
主
張
す
る
唯
識
説
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
次
の
第
六
十
二
偶
か
ら
第
六
十
四
偶
に
お
い
て
も
夢
の
嚥
え
に
つ
い
て
の
唯
識
説
の
主
張
を
代
弁
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容

は
先
の
場
合
と
同
様
に
、
唯
識
説
を
故
意
に
曲
解
し
て
説
明
す
る
こ
と
は
な
く
、
極
め
て
わ
か
り
や
す
く
、
的
確
に
唯
識
説
の
主
張
を
紹

介
し
て
い
る
。

次
に
、
第
六
十
五
偶
か
ら
第
六
十
八
偶
に
お
い
て
、
夢
の
眠
り
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
眠
り
と
い
う
の
は
目

を
閉
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
眼
根
が
働
か
な
い
が
、
し
か
も
夢
を
見
る
の
で
あ
る
か
ら
、
唯
識
無
境
で
あ
る
と
唯
識
説
は
主
張
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
眼
を
閉
じ
て
い
る
か
ら
眼
根
が
働
か
な
い
と
い
う
事
で
い
え
ば
、
目
の
不
自
由
な
人
（
盲
目
の
人
）
も
眼
根
が
働
か



そ
し
て
次
に
、
か
っ
て
対
象
を
領
受
し
た
識
と
そ
れ
を
記
憶
（
想
起
）
す
る
識
と
の
二
識
が
別
の
も
の
な
の
か
、
同
一
の
も
の
な
の
か
、

と
い
う
詮
議
が
な
さ
れ
て
い
き
、
別
な
も
の
で
あ
っ
て
も
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
も
矛
盾
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
別
で
あ
れ
ば
そ
れ
ら
は

無
関
係
と
な
り
、
同
一
で
あ
れ
ば
作
者
と
所
作
と
作
用
と
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
事
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
得
意
の
中
観
的
な
論
法
５

あ
る
。

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
眠
っ
て
い
る
人
と
同
じ
よ
う
に
盲
目
の
人
に
も
対
象
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
し
か
る
寺
へ
き
で
あ
る
と
、
チ

ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
唯
識
説
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
後
に
少
し
具
体
的
に
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

次
に
、
第
六
十
九
偶
か
ら
第
七
十
一
偶
に
お
い
て
、
唯
識
説
が
、
唯
識
無
境
の
嚥
例
と
し
て
不
浄
観
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
対
す
る
批

判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
不
浄
観
に
お
い
て
、
そ
こ
に
実
際
に
は
死
体
は
存
在
し
な
い
が
、
そ
れ
を
観
想
す
る
不
浄
観
と
い
う

も
の
が
仏
教
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
も
ま
た
唯
識
無
境
と
い
う
事
の
具
体
例
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
唯
識
説
の
主

張
に
対
し
て
、
不
浄
観
と
い
う
も
の
は
眼
病
者
の
毛
髪
の
場
合
と
似
た
様
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
唯
識
無
境
の
説
明
に
は
な
ら
な
い

と
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
そ
の
主
張
を
切
り
捨
て
て
い
る
。

次
に
、
第
七
十
二
個
か
ら
第
七
十
八
偶
に
お
い
て
、
依
他
起
性
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
自
己
認
識
（
自
証
知
）

を
主
張
す
る
唯
識
説
に
お
い
て
、
依
他
起
性
の
実
在
性
は
識
の
自
己
認
識
（
自
証
知
）
に
よ
る
、
と
い
う
事
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
こ
に
お
い
て
は
、
自
己
認
識
（
自
証
知
）
を
説
明
す
る
た
め
に
、
記
憶
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
か
っ
て
識
が
対
象
を
認
識
し
て
領

受
し
た
識
と
そ
れ
を
記
憶
（
想
起
）
す
る
識
と
の
問
題
が
先
ず
第
七
十
三
偶
の
後
半
に
お
い
て
論
究
さ
れ
て
い
る
。
記
憶
と
い
う
こ
と
は

自
己
認
識
を
抜
き
に
し
て
は
あ
り
得
な
い
か
ら
記
憶
が
あ
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
自
己
認
識
が
あ
る
と
い
う
事
の
証
拠
と
な
る
。
す
な
わ

ち
、
自
己
認
識
（
自
証
知
）
と
い
う
事
は
記
憶
と
い
う
事
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
チ
ャ

ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
「
煙
に
よ
っ
て
火
が
あ
る
」
と
世
間
で
承
認
さ
れ
て
い
る
様
に
は
、
「
記
憶
に
よ
っ
て
自
己
認
識
が
あ
る
」
と
い

う
事
柄
に
は
遍
充
関
係
が
な
い
と
反
論
し
て
、
記
憶
を
理
由
に
識
の
自
己
認
識
を
認
め
る
の
は
や
は
り
無
理
で
あ
る
、
と
批
判
す
る
の
で



特
に
、
記
憶
と
い
う
事
・
過
去
の
事
を
想
い
起
こ
す
と
い
う
事
に
つ
い
て
、
第
七
十
五
偶
の
下
で
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
は
『
入
菩
提
行
論
』
と

そ
の
註
釈
（
圃
昌
園
）
を
引
き
な
が
ら
詳
細
な
説
明
を
加
え
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
少
し
く
混
み
入
っ
て
い
る
の
で
い
ま
は
言
及
し
な
い

が
、
と
も
か
く
も
、
『
入
中
論
』
に
対
す
る
ツ
ォ
ン
ヵ
パ
の
註
釈
の
中
で
、
ツ
ォ
ン
ヵ
・
〈
が
、
チ
ャ
ソ
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
本
文
を
離
れ

て
独
自
の
註
釈
を
加
え
て
力
を
入
れ
て
い
る
箇
処
の
一
つ
が
こ
の
『
入
菩
提
行
論
」
を
援
用
し
て
の
記
憶
の
説
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

付
言
す
る
に
止
め
、
い
ず
れ
別
稿
で
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
識
の
自
己
認
識
（
自
証
知
）
そ
の
も
の
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
、
依
他
起
性
の
存
在
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
依
他
起
性
の
存
在
が
否
定
さ
れ
る
と
、
依
他
起
性
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
世
間
が
成
立
し
な
い
こ
と
に

な
る
と
い
う
批
判
を
、
第
七
十
七
偶
と
第
七
十
八
偶
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
。

そ
の
後
、
第
七
十
九
偶
か
ら
第
八
十
三
偶
に
お
い
て
、
以
上
の
よ
う
な
中
観
の
立
場
に
つ
い
て
は
二
諦
説
に
対
す
る
明
確
な
理
解
を
持

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
で
、
二
諦
説
に
対
す
る
正
し
い
理
解
を
求
め
て
、
二
諦
説
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
。

終
り
に
、
第
八
十
四
偶
か
ら
九
十
七
偶
に
お
い
て
、
『
十
地
経
』
に
お
け
る
三
界
唯
心
と
い
う
事
の
「
唯
心
」
の
意
味
に
つ
い
て
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
有
名
な
事
柄
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
「
唯
心
」
に
つ
い
て
の
中
観
説
の
解
釈
は
作
者
の
否
定
で
あ
り
、
唯
識
説

の
解
釈
は
外
境
の
否
定
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
相
異
に
つ
い
て
の
説
明
が
行
わ
れ
、
続
い
て
、
唯
識
無
境
（
外
境
の
否
定
）
と
い
う
唯
識

説
の
見
解
は
、
『
十
地
経
』
の
経
意
を
正
し
く
理
解
し
た
も
の
で
な
く
、
し
か
も
、
そ
れ
は
了
義
経
に
お
い
て
は
説
か
れ
て
い
な
い
も
の

で
あ
る
と
決
判
し
、
中
観
説
の
立
場
か
ら
、
唯
識
無
境
を
説
く
『
入
傍
伽
経
』
と
『
解
深
密
経
』
が
未
了
義
経
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

で
批
判
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
極
め
て
大
雑
把
に
、
『
入
中
論
』
に
お
け
る
唯
識
説
に
対
す
る
批
判
を
管
見
し
て
み
た
が
、
本
稿
の
主
題
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
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ル
テ
ィ
の
唯
識
説
批
判
の
内
容
を
説
明
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
唯
識
説
を
批
判
し
て
い
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ

に
お
け
る
「
対
論
」
の
意
義
を
問
う
事
で
あ
る
。
従
っ
て
も
う
少
し
具
体
的
な
内
容
に
ふ
み
込
ん
で
、
二
例
を
紹
介
し
な
が
ら
「
対
論
」

の
意
義
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

先
ほ
ど
の
唯
識
説
批
判
の
中
の
第
五
十
五
偶
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
も
し
所
知
（
毛
髪
）
が
な
く
し
て
、
〔
毛
髪
の
〕
知
覚
が
あ
る
な
ら
ば
、
毛
髪
と
い
う
そ
の
対
象
と
眼
と
が
正
し
く
相
応
し
て
い
る

眼
病
の
な
い
者
に
お
い
て
も
、
毛
髪
は
知
覚
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
の
如
く
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
〔
唯
識
無
境
と
い
う
〕

②

そ
の
こ
と
は
あ
る
の
で
は
な
い
」

と
。
こ
こ
で
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
眼
病
者
の
嚥
例
を
逆
手
に
取
っ
た
論
法
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
眼
病
者

に
お
い
て
も
毛
髪
が
現
に
存
在
し
な
い
の
に
、
毛
髪
が
見
ら
れ
る
と
い
う
事
で
あ
る
な
ら
ば
、
毛
髪
が
無
い
と
い
う
事
に
お
い
て
は
、
眼

病
者
と
眼
病
の
な
い
者
と
に
区
別
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
眼
病
の
な
い
者
も
毛
髪
を
見
る
、
へ
き
で
あ
る
と
。
し
か
し
そ
れ
は
、
現
実
に

は
お
こ
ら
な
い
か
ら
眼
病
者
の
職
え
に
よ
っ
て
唯
識
無
境
と
い
う
事
を
主
張
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
チ
ャ
ン
ド

ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
見
解
で
は
、
眼
病
者
に
と
っ
て
は
毛
髪
は
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
無
境
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
眼
病
者
に
お
け
る
知
覚
（
能
知
）
と
そ
の
対
象
（
所
知
）
と
は
と
も
に
同
じ
よ
う
に
そ
の
と
き
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
第
六
十
五
偶
か
ら
第
六
十
七
偶
の
三
偶
に
お
い
て
、
夢
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
お
よ
そ
眼
〔
根
〕
な
く
し
て
夢
に
お
い
て
青
な
ど
と
し
て
顕
わ
れ
る
意
〔
識
〕
の
心
が
生
起
す
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
（
同
じ

く
）
眼
根
な
く
し
て
自
ら
の
〔
識
の
〕
種
子
（
習
気
）
が
成
熟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
盲
人
に
お
い
て
も
、
そ
の
こ
と
が
ど
う
し
て
生

じ
な
い
の
か
ｃ

も
し
汝
〔
唯
識
論
者
〕
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
夢
に
お
い
て
は
第
六
〔
意
識
〕
の
功
能
の
成
熟
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
目
ざ
め
て

い
る
と
き
に
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
第
六
〔
意
識
〕
の
功
能
の
成
熟
す
る
こ
と
が
か
れ
〔
盲
人
〕
に
お
い
て
な
い
よ
う

７



に
、
同
じ
く
夢
に
お
い
て
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
道
理
で
な
い
の
か
。

眼
〔
根
〕
の
な
い
か
の
〔
盲
〕
人
に
お
い
て
、
〔
功
能
が
成
熟
す
る
と
い
う
〕
理
由
が
な
い
よ
う
に
、
同
じ
く
、
夢
に
お
い
て
も
眠

り
が
〔
功
能
の
成
熟
す
る
〕
理
由
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、
夢
に
お
い
て
も
そ
れ
（
対
象
）
は
事
物
で
あ
る
と
眼
〔
識
〕
は
、
虚
妄

③

を
境
界
と
す
る
も
の
で
、
了
解
す
る
因
と
認
め
ら
れ
る
。
」

と
。
要
す
る
に
、
眠
っ
て
い
る
人
と
盲
目
の
人
に
は
と
も
に
眼
根
（
眼
と
い
う
感
官
）
が
働
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
眼
根
が
働
か
な
い
と

い
う
事
に
お
い
て
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
眠
っ
て
い
る
人
が
夢
を
見
る
様
に
、
盲
目
の
人
も
対
象
を
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
事
は

起
こ
ら
な
い
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、
唯
識
の
立
場
か
ら
、
〃
眠
り
と
い
う
縁
″
が
あ
る
か
ら
、
眠
っ
て
い
る
人
に
お
い
て
は
対
象
を
見

る
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
〃
眠
り
と
い
う
縁
″
が
無
い
盲
目
の
人
に
は
対
象
を
見
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
反
論
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
と
も
に
眼
根
が
働
か
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
夢
の
中
の
よ
う
に
盲
目

の
人
に
も
識
の
功
能
と
し
て
の
対
象
が
生
起
し
な
い
の
は
適
当
で
な
い
と
い
う
論
法
で
そ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
対
論
は
、
た
と
え
ば
、
第
八
十
一
偶
に
お
い
て
、

「
汝
〔
唯
識
論
者
〕
に
よ
っ
て
、
依
他
起
性
が
事
体
と
し
て
容
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
世
俗
が
私
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
。
目
的
の
た
め
に
、
そ
れ
ら
〔
世
俗
〕
は
存
在
し
な
い
け
れ
ど
も
し
か
も
存
在
す
る
と
、
世
間
（
こ
わ
れ
る
も
の
）
と
い

④

う
点
で
私
は
〔
世
俗
を
〕
語
る
の
で
あ
る
。
」

と
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
ら
の
立
場
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
眼
病
者
の
毛
髪
に
し
て
も
、
眠
り
の
中
の
夢
に

し
て
も
、
単
な
る
世
俗
と
い
う
点
で
そ
れ
ら
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
、
中
観
説
に
お
け
る
世
俗
と
は
、
唯
識
説
に

お
い
て
ア
ー
ラ
ャ
識
の
存
在
を
認
め
る
の
と
同
じ
次
元
で
「
自
性
と
し
て
」
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
お
け
る
「
対
論
」
の
役
割
を
探
っ
て
見
る
と
き
、
以
上
の
よ
う
な
唯
識
説
批
判
に
お
け
る
対
論
か
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こ
れ
は
き
わ
め
て
当
然
な
事
で
あ
る
と
も
い
え
る
が
、
我
々
に
は
「
対
論
」
に
つ
い
て
の
一
つ
の
先
入
観
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
対

論
」
と
い
う
も
の
は
対
論
者
と
主
張
者
が
同
じ
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
お
互
に
議
論
を
つ
く
し
た
上
で
、
自
ら
の
誤
り
を
正
し
て
い
く
事
で

あ
る
と
い
う
「
対
論
」
に
つ
い
て
の
定
義
で
あ
る
。
し
か
し
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
場
合
に
は
、
そ
う
い
う
「
対
論
」
は
考
え
ら

れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
今
度
は
プ
ラ
サ
ン
ナ
・
〈
グ
ー
の
中
か
ら
一
つ
の
例
を
取
り
出
し
て
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
お
け
る
対
論

の
あ
り
方
を
見
て
み
た
い
。
プ
ラ
サ
ン
ナ
・
ハ
ダ
ー
は
周
知
の
如
く
、
そ
の
第
一
章
に
お
い
て
、
渭
弁
（
９
割
秒
ご
弓
①
冨
）
が
仏
護
（
国
呂
冒
‐

圃
胃
沙
）
を
批
判
す
る
と
い
う
経
過
を
ふ
ま
え
て
、
そ
の
仏
護
を
弁
護
す
る
形
で
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
清
弁
批
判
を
行
っ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
「
眼
と
い
う
も
の
は
自
分
以
外
の
他
の
も
の
を
見
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
事
に

対
す
る
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
を
見
る
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
な
い
眼
に
他
を
見
る
と
い
う
性
質
を
附
与
す
る
こ
と

に
対
す
る
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
眼
を
「
他
を
見
る
も
の
」
と
認
め
よ
う
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
事

キ
ー
ル
テ
ィ
に
と
っ
て

薄
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ら
は
、
先
ず
、
唯
識
と
の
対
論
に
よ
っ
て
、
唯
識
説
が
自
ら
の
学
説
の
過
誤
を
認
め
て
そ
れ
を
徹
回
す
る
と
い
う
、
そ
れ
程
の
役
割
を
チ

ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
自
ら
の
対
論
の
上
に
認
め
て
い
た
と
は
考
え
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
対
論
に
お
い
て
極

め
て
委
細
な
究
明
を
行
い
な
が
ら
、
し
か
も
、
一
方
で
は
ど
の
よ
う
に
で
も
解
釈
で
き
る
嚥
例
な
ど
を
対
論
で
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
伺
え
る
。
す
な
わ
ち
、
唯
識
説
が
提
示
す
る
嶮
例
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
対
す
る
相
異
し
た
解
釈
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
つ
つ
自

ら
の
主
張
を
行
う
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
と
っ
て
、
対
論
と
は
あ
く
ま
で
も
自
己
主
張
の
手
段
で
あ
り
、
か
れ
は
、
そ
れ
以
上
の
役

割
を
そ
こ
に
認
め
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
法
無
我
説
示
の
最
後
の
二
偶
（
第
二
八
’
二
九
偶
）
に
お

い
て
、
論
争
の
た
め
に
自
ら
の
主
張
に
愛
着
し
て
は
い
け
な
い
と
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
伺
え
る
。
す
な
わ
ち
、
チ
ャ
ン
ド
ラ

キ
ー
ル
テ
ィ
に
と
っ
て
「
対
論
」
は
、
論
争
す
る
た
め
の
も
の
で
な
く
、
従
っ
て
「
対
論
」
に
よ
っ
て
論
争
し
て
い
る
と
い
う
意
識
が
稀
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で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
プ
ラ
サ
ン
ナ
パ
ダ
ー
の
中
で
次
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

「
お
よ
そ
何
で
あ
れ
自
ら
を
見
る
こ
と
が
な
い
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
他
を
見
る
こ
と
も
ま
た
な
い
。

た
と
え
ば
瓶
の
〔
他
を
見
る
こ
と
が
な
い
〕
如
く
で
あ
る
。

し
か
る
に
眼
に
は
自
ら
を
見
る
こ
と
は
な
い
。

⑤

そ
れ
故
に
他
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
〔
眼
〕
に
は
な
い
。
」

と
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
多
く
の
場
合
、
自
ら
の
推
論
式
を
立
て
ず
、
対
論
者
の
立
て
た
推
論
式
に
そ
っ
て
論
究
し
、
そ
れ
を

帰
謬
に
到
ら
し
め
る
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
自
ら
の
推
論
式
を
立
て
た
数
少
な
い
例
の

と
説
か
れ
、
ま
た
、
『
空
性
七
十
偶
』
の
中
で
、

⑦

「
も
し
眼
が
自
ら
を
見
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
が
色
（
対
象
）
を
見
る
こ
と
に
ど
う
し
て
な
ろ
う
か
」

と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
基
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
法
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
眼
に
見
る
と
い
う
働
き
が
自
性
と
し
て
具
っ
て

い
る
な
ら
ば
、
他
を
見
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
も
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、
し
か
も
、
自
ら
を
見
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
眼
に
は
見
る
と
い
う

働
き
が
自
性
と
し
て
具
っ
て
い
な
い
と
い
う
尋
へ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
、
他
を
見
る
と
い
う
こ
と
も
成
立
し
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
眼

は
自
ら
を
見
な
い
」
と
い
う
対
論
者
の
容
認
す
る
推
論
を
逆
手
に
取
っ
て
、
対
論
者
が
主
張
す
る
「
眼
は
他
を
見
る
」
と
い
う
こ
と
を
否

定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
『
菩
提
道
次
第
論
」
（
長
尾
雅
人
著
「
西
蔵
仏
教
研
究
」
二
七
九
’
二
八

六
頁
参
見
）
の
中
で
詳
し
い
論
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。

一

つ
で
あ
る
ゞ

こ
れ
は
、
』寺

》
は
、
龍
樹
に
よ
っ
て
、
『
根
本
中
論
偶
』
の
第
三
章
「
眼
等
の
根
の
観
察
」
の
第
二
偶
に
、

「
実
に
、
か
の
見
（
眼
）
は
そ
れ
自
ら
の
自
体
を
見
る
こ
と
は
な
い
。

⑥

お
よ
そ
自
体
を
見
ざ
る
そ
れ
が
、
ど
う
し
て
他
の
も
の
を
見
よ
う
か
」
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と
も
か
く
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
「
対
論
」
に
お
い
て
は
、
対
論
者
の
学
説
に
よ
っ
て
自
ら
の
学
説
を
変
え
る
と
い
う
事
は
絶
対

に
あ
り
え
ず
、
従
っ
て
逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
自
ら
の
学
説
に
よ
っ
て
対
論
者
の
学
説
を
変
え
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
と
い
う
事
に
も
な

る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
プ
ラ
サ
ン
ナ
パ
ダ
ー
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
見
解
を
吐
露
し
て
い
る
。

「
さ
ら
に
、
両
者
（
対
論
者
と
主
張
者
）
の
中
の
一
方
に
お
い
て
証
成
さ
れ
て
い
る
推
論
式
に
よ
っ
て
も
、
推
論
式
の
論
破
は
あ
る

の
か
、
と
云
う
な
ら
ば
、
〔
そ
れ
は
〕
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
（
論
破
）
は
自
ら
に
よ
っ
て
証
成
さ
れ
た
因
（
論
証
）
こ
そ
に

よ
っ
て
〔
あ
る
の
〕
で
あ
り
、
対
論
者
に
よ
っ
て
証
成
さ
れ
た
〔
因
〕
に
よ
っ
て
〔
あ
る
の
〕
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
世
間
の

上
で
、
〔
そ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
〕
経
験
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
或
る
と
き
に
は
、
世
間
に
お
い
て
、

原
告
と
被
告
と
の
両
者
に
よ
り
証
権
と
し
て
認
め
ら
れ
た
証
人
の
言
葉
（
証
言
）
に
よ
っ
て
勝
ち
と
も
敗
け
と
も
な
る
し
、
ま
た
或

る
と
き
に
は
、
自
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て
〔
勝
ち
と
も
負
け
と
も
な
る
の
〕
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
対
論
者
の
言
葉
に
よ
っ
て
は
、

勝
ち
と
も
敗
け
と
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
世
間
に
お
け
る
如
く
、
そ
の
如
く
に
、
論
理
学
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
世
間
的
な
言
説
こ
そ
が

論
理
学
の
規
則
に
お
い
て
審
議
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
或
る
〔
論
理
学
〕
者
に
よ
っ
て
、

「
対
論
者
の
上
に
証
成
さ
れ
て
い
る
も
の
に
よ
る
推
論
式
の
論
破
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
対
論
者
の
上
に
証
成
さ
れ
て
い
る
も
の

こ
そ
が
否
定
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
対
論
者
の
主
張
（
眼
は
自
ら
を
見
な
い
）
を
認
め
て
、
し
か
も
対
論
者
の
望
ん
で
い
な
い
結
果
（
眼
は
他
を
見
な
い
）
を

引
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
か
れ
は
、
こ
の
対
論
に
よ
っ
て
、
対
論
者
が
「
眼
は
他
を
見
な
い
」
と
い
う
か
れ
に
よ
る
帰

結
を
承
認
す
る
と
は
考
え
て
い
ず
、
ま
た
、
か
れ
自
身
も
世
俗
の
事
柄
と
し
て
「
眼
が
他
を
見
る
」
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
も
な

い
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
或
る
者
（
陳
那
）
は
考
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
「
お
よ
そ
両
者
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
語
る
そ
れ
こ
そ
が

証
権
で
も
あ
り
、
反
証
で
も
あ
る
。
両
者
の
一
方
に
お
い
て
証
成
さ
れ
て
い
る
疑
わ
し
い
表
現
を
有
す
る
も
の
は
そ
う
で
は
な
い
」

と
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
と
い
え
ど
も
、
世
間
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
慣
例
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
推
論
式
に
お
け
る
上
述

⑧

の
如
き
論
理
学
は
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
「
対
論
」
に
お
け
る
論
理
（
推
論
）
と
い
う
事
に
対
す
る
か
れ
の
見
解
を
示
し

て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
れ
は
第
一
に
、
論
理
学
は
世
間
的
な
事
柄
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
間
の
慣
習
に
基
い
た
世
間
的
な
事
柄

に
つ
い
て
の
審
議
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
と
、
第
二
に
は
、
そ
の
世
間
の
慣
習
に
お
い
て
は
、
も
っ
と
限
定
し
て
言
え
ば
イ

ン
ド
社
会
に
お
い
て
は
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
対
論
者
の
論
理
・
論
証
に
従
う
と
い
う
事
は
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
の
二
点
を
明

確
に
見
極
め
て
い
た
の
が
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
世
間
に
お
け
る
論
争
・
対
論
と
い
う
の
は
、
対
論
者
の
主
張
に
自
ら
が
従
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら

す
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
主
張
を
可
能
な
限
り
正
確
に
表
現
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
社
会
の
現
実
の
慣
例
と
、
そ
の
こ
と
の

故
に
、
自
ら
の
「
対
論
」
の
中
に
論
理
学
（
推
論
式
）
を
持
ち
込
む
こ
と
の
限
界
と
を
き
ち
ん
と
見
極
め
て
い
た
の
が
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー

ル
テ
ィ
で
あ
る
と
い
え
る
。
か
れ
に
と
っ
て
は
、
論
理
学
の
推
論
式
に
お
け
る
論
争
も
世
間
の
事
柄
と
し
て
の
慣
習
に
お
け
る
論
争
も
同

一
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
か
れ
の
論
理
学
に
対
す
る
見
極
め
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル

テ
ィ
は
、
推
論
式
に
お
い
て
級
密
な
論
理
を
展
開
す
る
論
理
学
を
決
し
て
軽
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
論
理
は
あ

く
ま
で
も
世
間
的
な
事
柄
で
あ
る
社
会
的
慣
習
と
か
常
識
の
範
囲
で
展
開
さ
れ
る
と
い
う
限
界
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な

世
間
的
な
事
柄
を
根
底
か
ら
問
い
直
す
た
め
の
仏
教
の
「
対
論
」
の
中
に
推
論
式
を
持
ち
込
む
こ
と
の
矛
盾
を
こ
こ
に
示
し
て
い
る
と
も

い
語
え
よ
』
フ
。

こ
の
よ
う
な
世
間
の
事
柄
と
し
て
の
論
理
学
に
対
す
る
見
極
め
を
明
確
に
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
と
っ
て
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そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
「
対
論
」
に
つ
い
て
、
か
れ
が
結
論
的
に
述
零
へ
て
い
る
見
解
と
い
え
る
の
は
、

「
従
っ
て
、
究
理
の
定
義
（
推
論
式
）
を
詮
表
す
る
こ
と
は
無
益
な
こ
と
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
諸
仏
は
、
自
ら
に
お
い
て
証
成

⑨

し
た
通
り
の
合
理
性
（
縁
起
の
理
法
）
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
よ
く
知
ら
な
い
所
化
の
人
を
摂
取
す
る
が
故
で
あ
る
。
」

と
い
う
プ
ラ
サ
ン
ナ
。
〈
グ
ー
の
中
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
か
れ
は
プ
ラ
サ
ン
ナ
・
〈
グ
ー
に
お
け
る
清
弁
批
判
の
一
幕
を

終
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
言
い
切
っ
て
い
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
お
け
る
「
対
論
」
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
に
、
対
論
と
は
、
対
論
者
の
主
張
を
批
判
す
る
こ
と
を
手
段
と
し
て
自
己
主
張
す
る
場
で
あ
る
。

第
二
に
、
従
っ
て
、
対
論
と
は
、
相
互
に
自
ら
の
学
説
の
是
非
を
争
う
論
争
の
場
で
は
な
い
。

第
三
に
、
従
っ
て
、
対
論
に
お
い
て
は
、
対
論
者
と
自
ら
と
の
両
者
の
間
で
承
認
す
る
共
通
の
主
張
（
宗
）
ま
た
理
由
（
因
）
を
前
提

と
す
る
推
論
式
は
必
要
で
な
い
。

第
四
に
、
そ
れ
ば
か
り
か
対
論
に
お
い
て
は
推
論
式
は
役
に
立
た
な
い
。

こ
れ
が
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
と
っ
て
の
「
対
論
」
と
い
う
こ
と
の
内
容
と
な
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
、
か
れ
の
自
己
主
張
と
は
、

は
、
自
ら
の
推
論
式
を
持
つ
事
が
そ
れ
ほ
ど
確
実
で
積
極
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
、
対
論
者
の
設
定
す
る
主
張
（
推
論

式
な
ど
）
を
帰
謬
に
導
く
こ
と
だ
け
が
有
効
で
あ
る
、
と
い
う
事
に
な
る
の
は
極
め
て
当
然
で
あ
る
と
い
え
る
。

周
知
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
常
に
自
ら
の
主
張
を
持
た
な
い
と
い
う
立
場
な
き
立
場
に
立
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
、
空
性
と
い
う
仏
教
の
真
実
が
推
論
式
と
い
う
世
間
的
し
、
ヘ
ル
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
基
本
的
な
見
解

に
基
づ
い
て
自
己
の
主
張
を
持
た
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
、
推
論
式
に
よ
る
論
証
と
い
う
事
が
い
か
に
綿
密
に
行
わ
れ

い
か
に
正
当
に
論
理
が
構
築
さ
れ
て
も
、
相
手
が
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
学
説
を
引
っ
込
め
る
と
い
う
事
は
現
実
に
は
決
し
て
起
こ
り
得

な
い
と
い
う
世
間
の
事
柄
へ
の
見
極
め
が
あ
っ
た
と
も
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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い
う
ま
で
も
な
く
、
釈
尊
に
よ
っ
て
縁
起
と
説
か
れ
、
龍
樹
に
よ
っ
て
無
自
性
空
と
説
か
れ
た
そ
の
真
実
の
表
明
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、

推
論
式
を
必
要
と
し
な
い
理
由
と
し
て
、
か
れ
の
対
論
は
決
し
て
論
争
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
（
一
方
的
に
対
論
者
を
批
判
す
る
自
己
主

張
の
場
で
あ
る
こ
と
）
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
よ
り
積
極
的
に
は
、
推
論
式
は
、
空
性
の
真
実
を
実
現
す
る
こ
と
に
直
接
に
は
無
関
係
で
あ

る
世
間
の
事
柄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
を
対
論
の
中
に
用
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
対
論
の
性
格
上
、
全
く
有
益
で

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、
き
わ
め
て
不
充
分
な
問
題
提
起
で
は
あ
る
が
、
単
に
「
無
と
有
と
の
対
論
」
で
中
観
が
唯
識
を
批
判
し
た
と
い
う
事
柄
と
し
て

「
対
論
」
を
考
え
る
だ
け
に
終
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
仏
教
に
お
け
る
「
対
論
」
の
意
識
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
い
ま
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
限
っ
て
の
事
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
以
外
の
場
合
は
ま
た
違
っ
た
内
容
の
「
対
論
」
と
な
る
の
か

も
知
れ
な
い
。

註①
葛
。
胃
侭
白
の
冒
国
冒
旨
．
｜
冒
号
ａ
①
冨
目
旦
昌
堕
皀
Ｅ
Ｈ
ｍ
。
切
忌
房
３
日
目
“
自
国
ｇ
四
号
ｍ
冨
官
目
昏
昌
旨
醒
冒
・
冨
昌
］

の
Ｈ
拝
Ｑ
も
、
、
琶
○
己
印
の
巨
の
庁
○
口
も
秒
口
許
げ
胃
Ｏ
Ｈ
ｐ
○
ヶ
○
ぬ
。
Ｐ
画
］
ロ
四
国
も
色
Ｑ
い
、
』
四
Ｈ
旨
○
医
○
ｍ
含
ロ
昌
○
尉
口
命
い
ず
四
Ｈ
》
〕
印
斥
望
①
。
己
四
国
』
ｐ
ｐ
Ｏ
ｌ
（
惚
匡
〆
陣
の
ゆ
ゆ
庁
目
］
脚
④
‐

‐
く
稗
陣
、
勺
目
勺
〉
ぐ
巳
，
葛
）
ロ
○
．
圏
爵
》
忠
ワ
？
ｅ

②
悪
｝
汁
①
＄
の
ご
四
目
＆
憩
崎
匡
○
目
＆
口
包
一
一
骨
３
号
営
望
昌
目
己
目
侭
目
目
①
⑩
ｇ
Ｈ
色
盲
官
一
一
Ｈ
号
Ｈ
皆
目
８
冨
冒
ｍ
同
Ｐ
恥
且
匡
。
Ｈ

戸
轆
冒
員
ロ
四
一
一
（
嚴
岸
ｐ
Ｈ
目
色
甘
口
Ｑ
①
勺
冨
冨
胃
Ｑ
①
宮
Ｃ
ｅ
目
冒
一
（
○
冨
鈩
》
ぐ
目
】
囲
。
）

③
〕
ご
冨
吋
冒
領
冒
旦
冨
吋
昌
吋
目
旨
言
目
一
一
ｇ
ｏ
い
○
鴨
閏
目
ｇ
宮
電
匡
恥
①
目
印
宮
冒
．
：
］
一
ぃ
胃
一
一
目
的
号
９
日
８
Ｆ
壗
国
巨
四
、
煙

ヴ
○
ロ
ロ
ニ
ー
閨
ご
鄙
ご
』
ゆ
め
一
○
口
ず
ゅ
』
ゆ
ず
Ｑ
臂
。
届
Ｈ
ロ
』
め
ぽ
目
①
一
つ
ｍ
Ｏ

ｍ
巴
庁
の
丙
ぽ
昌
○
・
』
庁
四
門
門
口
〕
肖
匿
Ｈ
ｐ
Ｑ
Ｈ
巨
姫
も
①
割
ニ
ー
ロ
ロ
め
ｂ
四
閏
己
］
ロ
『
Ｏ
Ｑ
ｍ
ｐ
Ｑ
も
四
吋
国
５
。
”
『
一
局
目
四
一
Ｑ
Ｈ
ｐ
ｍ
や
四
宮
啓
冒
匡
、
閏
ご
』
ロ
芦
弄
伊
境
ロ
。
］
Ｈ
Ｈ
ｐ
①
。

宕
少
一
一
今
①
岸
凹
氏
冒
ご
』
庁
の
彦
の
員
胃
①
ｇ
ｏ
①
、
○
届
員
巨
叶
昌
ぬ
い
一
つ
②
。

芦
一
行
Ｐ
跣
門
口
程
函
目
己
⑦
今
］
・
〕
ロ
啓
昌
〕
Ｈ
、
吋
巨
呂
邑
昏
口
岸
四
、
Ｈ
ｌ
－
Ｈ
Ｈ
唇
』
］
四
員
戸
合
口
園
ｐ
ｐ
ｍ
回
』
Ｑ
］
〕
冒
段
函
望
ｐ
Ｈ
口
座
冨
酔
ｐ
ｌ
ｌ
Ｑ
ｏ
面
巨
営
昌
Ｈ
Ｈ
臣
づ
芦
昌
④
邑
胃
Ｑ
室
田
四
コ
●
①
Ｑ
ご
○
の

Ｈ
昌
函
一
百
今
圃
宮
口
も
④
官
昌
昌
○
ゅ
冒
昇
○
鴇
も
Ｐ
巨
臥
ぬ
く
ｐ
Ｈ
匡
国
の
匡
色
尉
一
雪
。
（
○
冒
琵
電
ぐ
胃
》
③
銅
１
つ
３
）
：
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く
い
、
計
屋
同
］
ふ

く庁
①
口
画
も
酔
胃
Ｐ
ぽ

よ
『
Ｊ

ｈ
Ｊ
「
Ｉ
咀

岸
。
ｌ
も
．
ｑ
夕
↑

⑨
四
国
①
ぐ
ゅ

』

ロ
ロ
恥
禺
ゆ
ぽ
勵
庁
一

④
一
己
国
Ｈ
屍
辱
且
ご
］
の
鴨
冒
国
号
自
号
。
⑱
目
＆
］
冨
旦
一
宮
ロ
罠
烏
号
耳
目
員
ｇ
畠
唄
い
冒
儲
目
段
匡
目
印
－
９
国
、
嘗
首
風
声
ｇ
８
ｍ

目
①
。
汽
言
Ｐ
己
望
Ｏ
Ｑ
Ｑ
ｏ
の
ロ
①
の
一
一
伝
醗
侭
罠
言
ロ
ロ
Ｏ
Ｈ
ず
く
妙
の
ず
．
□
ぬ
ご
牌
の
旨
尉
四
ず
い
Ｈ
ｇ
》
①
包
一
（
○
冨
捧
．
ぐ
［
〉
四
・
）

⑤
制
曾
四
着
茸
四
の
ぐ
禅
日
働
８
胤
巴
昌
昌
国
ｑ
Ｐ
冨
吋
色
目
国
呂
Ｈ
困
邑
四
日
ゅ
目
呂
目
一
画
号
鼻
鼠
瞥
戯
言
一
Ｐ
農
８
８
原
息
農
い
く
騨
日
菖
四
１

口

円
い
閏
］
痩
冒
｜
含
四
の
ご
〕
倒
命
も
Ｐ
Ｈ
四
○
ｐ
晟
四
口
秒
Ｈ
ｐ
ｐ
己
胃
四
の
望
Ｐ
ｐ
Ｐ
弓
画
の
盆
（
冠
Ｈ
Ｐ
の
四
口
目
Ｐ
も
色
・
画
）
や
い
』
〉
量
的
－
巴

、

⑥
ぬ
ぐ
ｐ
日
脚
目
目
騨
昌
含
詠
四
口
沙
昌
巨
冨
計
国
目
⑦
ぐ
Ｐ
ｐ
ｐ
窟
ご
Ｐ
且
昌
四
息
ご
胃
砕
冨
・
弾
自
営
、
昌
冨
昏
色
昌
骨
ゅ
響
騨
詳
皇
君
Ｈ
習
三
旨
。
Ⅱ

』
秒
国
〕
四
。
ぼ
く
四
戸
い
Ｉ
丙
倒
凰
屍
勵
》
閂
月
月
唖
Ｏ
）

ｔ

、

⑦
唱
］
儲
冒
侭
圧
侭
日
］
日
昏
９
口
且
一
号
鳴
侭
の
日
日
且
冨
旦
匡
冨
Ｈ
冨
冒
Ｈ
’
（
普
口
冨
薗
‐
の
ｇ
冨
芦
認
。
四
‐
ｇ

③
匡
昌
宮
口
胃
四
口
笛
３
３
百
抄
の
ａ
目
①
呂
冒
閏
旨
目
四
国
①
目
昌
四
口
自
白
胃
号
目
冒
一
ｐ
農
鼠
・
Ｐ
ぬ
ぐ
砦
国
ぃ
己
号
目
騨
』
ぐ
口
胃
白
目
一
口
凹
冨
圏
‐

ご
Ｈ
四
段
・
旦
匪
①
画
④
｜
胃
○
丙
四
什
秒
①
く
い
Ｑ
Ｈ
ｍ
庁
色
げ
く
凹
寸
一
戸
Ｐ
Ｑ
倒
○
］
Ｑ
Ｑ
ロ
』
岸
○
丙
①
四
門
庁
ぽ
』
や
肖
四
井
昌
四
吋
詐
丘
』
ず
ロ
冒
倒
Ｈ
け
や
Ｈ
凹
口
〕
駒
ｐ
Ｈ
辰
Ｈ
汁
四
ｍ
胃
い
、
駒
丙
鯉
口
○
く
い
○
⑳
口
の
ロ
四
］
ゆ
ぐ
○

ず
ぽ
ゆ
く
い
丘
も
四
Ｎ
い
］
い
割
○
く
料
一
斤
四
。
凹
○
淳
の
ぐ
ゆ
ぐ
ゆ
○
四
国
①
ロ
四
一
℃
四
吋
四
ぐ
ゆ
○
四
．
口
の
巨
凹
汁
巨
目
色
］
四
国
○
口
い
む
惇
宅
四
叶
騨
］
四
〕
部
伊
信
一
望
色
庁
彦
曾
○
四
』
○
丙
の
詐
秒
計
置
四
目
冨
凹
国
①

色
も
閂
一
』
Ｐ
巨
炭
』
丙
四
⑳
昌
騨
』
く
四
ぐ
目
④
く
い
岸
旨
動
Ｈ
四
ｍ
割
四
画
望
勵
昌
Ｐ
い
い
の
ゞ
毎
門
①
℃
Ｈ
色
の
詐
巨
ぽ
い
庁
ぐ
働
計
一
い
↑
Ｐ
①
く
ゅ
○
四
丙
Ｐ
酵
○
』
ロ
ロ
丙
叶
騨
畠
ご
｜
ロ
四
℃
Ｐ
Ｈ
秒
庁
ゆ
ぽ
己
叶
④
巴
色
色
屋
再
び
ｐ
』
劉
口

ゅ
ロ
ロ
目
倒
口
四
す
い
。
ぽ
倒
一
も
ｐ
Ｈ
“
。
Ｈ
秒
印
昌
旦
彦
①
Ｈ
①
ぐ
ゅ
ｐ
旨
い
。
涛
胃
印
詳
ゅ
庁
く
い
ｇ
幹
二
一

卜

思
い
、
計
匡
Ｈ
国
色
目
目
秒
庁
①
｜
冨
四
①
ぐ
ゅ
ロ
ヴ
ロ
四
宮
い
く
］
口
跡
○
芹
Ｐ
ぐ
脚
口
煙
、
沙
も
Ｈ
四
Ｈ
ご
四
国
蝉
門
冒
・
副
ｍ
四
口
②
寓
目
く
い
一
口
Ｐ
凹
冒
目
色
命
印
Ｈ
印
も
Ｈ
い
巴
・
色
丘
ゆ
め
ｐ
Ｈ
ゴ
ロ
芦
、
。
ぽ
ゅ
ｄ
働
○
Ｈ
｜
詳
堂

庁
①
口
画
も
酔
冒
ロ
丙
房
目
曰
く
園
ｐ
く
い
牌
ロ
曾
豈
Ｐ
邑
届
Ｈ
ｐ
Ｑ
ぽ
園
四
目
騨
口
①
ロ
四
国
ロ
呂
唇
四
口
①
昌
四
詐
嶽
○
戸
庁
四
①
ぐ
Ｐ
回
国
①
冨
○
い
ず
ぼ
く
目
も
①
罰
四
伝
一
（
勺
崗
ｐ
ｍ
ｐ
ロ
ロ
①
宅
騨
口
凹
や
唖
』
》
一
・

（
本
稿
は
γ
昭
和
六
十
一
年
六
月
二
十
四
日
に
行
わ
れ
た
大
谷
大
学
仏
教
学
会
の
研
究
発
表
例
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
）

庁
四
匙
撫
言
」
い
厨
、
韓
ロ
画
ご
》
毎
（
》
丘
脚
己
Ｐ
目
］
口
騨
填
肖
四
国
○
）
ｐ
ｐ
ｍ
、
貝
〕

（
勺
罵
勗
騨
ロ
ロ
凹
帛
国
。
ｇ
固
黛
｝
》
寅
呂
ｌ
巴

己

く
ゆ
陣
〕
画
い
く
四
ｏ
Ｈ
ｐ
里
竺
。
ご
い
く
○
己
四
口
、
再
計
く
脚
ご
巨
邑
舎
彦
ゆ
騎
斗
邑
竺
砂
目
色
ご
置
登
口
ゆ
く
戸
口
①
く
い
一
色
ロ
秒
Ⅱ

。
＃

４
Ｆ

１
卜
‐
卜
ｔ

Ｌ

Ｌ
Ｌ
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