
序

仏
教
は
客
観
的
な
分
析
観
に
も
と
づ
き
、
精
神
的
・
物
質
的
存

在
の
す
べ
て
を
数
多
く
の
椛
成
要
素
の
複
合
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。

単
一
体
（
自
身
）
に
見
え
る
も
の
は
実
は
諸
要
素
の
複
合
体
で
あ

る
。
複
合
体
に
は
永
遠
性
は
な
い
。
諸
要
素
そ
の
も
の
が
有
為
で

あ
り
無
常
で
あ
る
。
こ
の
分
析
観
は
五
瀧
・
十
二
処
．
十
八
界
説

を
発
展
さ
せ
、
他
方
、
四
大
種
と
四
大
所
造
色
と
の
複
合
に
よ
る

色
法
の
成
立
観
も
早
く
か
ら
原
始
経
典
に
定
着
し
て
い
た
。
ア
ビ

ダ
ル
マ
に
お
い
て
こ
の
分
析
観
は
一
層
成
熟
し
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏

教
は
色
・
非
色
法
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
詳
細
な
リ
ス
ト
を
持
つ

に
至
っ
て
い
る
。

『
相
応
部
』
命
．
目
、
］
ｇ
）
に
お
い
て
、
コ
ッ
テ
ィ
タ
は
「
眼

色
法
の
主
観
的
認
識

ｌ
屋
《
胃
刑
§
息
は
》
》
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
‐

は
色
を
つ
な
ぎ
と
め
る
も
の
（
８
宮
合
口
昌
凰
口
四
日
、
四
目
冒
茜
口
四
日
）

か
」
と
尋
ね
て
い
る
。
学
者
は
、
色
は
四
大
種
と
四
大
所
造
色
と

で
あ
り
、
困
日
苫
琶
旨
也
（
つ
な
ぎ
と
め
る
も
の
）
と
な
る
も
の
は

①

色
に
対
す
る
有
情
の
欲
望
で
あ
る
、
と
説
明
す
る
。
こ
の
説
明
は

正
し
い
。
事
実
、
世
尊
も
同
じ
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
客
観
的
分

析
観
に
立
て
ば
、
色
を
構
成
す
る
も
の
は
四
大
種
と
四
大
所
造
色

以
外
に
は
無
い
。
３
日
§
百
国
は
色
に
属
さ
ず
、
有
情
の
心
理

に
属
す
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
客
観
的
分
析
だ
け
が
色
法
の
正
当
な
認
識

で
あ
る
の
で
は
な
い
。
「
眼
は
色
を
つ
な
ぎ
と
め
る
も
の
（
８
房
目

目
冨
目
冒
切
煙
昌
冒
百
国
日
こ
と
い
う
認
識
も
誤
り
で
は
な
い
。
何

故
な
ら
、
こ
れ
が
有
情
の
現
実
の
す
が
た
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

現
実
に
眼
あ
る
有
情
は
色
に
執
著
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

浪
花
宣
明

（
旧
姓
上
杉
）
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色
は
四
大
種
と
四
大
所
造
色
と
で
あ
る
と
い
う
色
法
の
定
義
は

原
始
経
典
に
広
く
見
ら
れ
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
お
い
て
も
色
法

分
類
の
基
礎
と
し
て
受
け
つ
が
れ
、
仏
教
の
代
表
的
な
色
法
の
定

義
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
定
義
と
双
檗
を
な
す
の
が
：
曽
噌
画
国

威
目
冒
昌
ゞ
．
と
い
う
定
義
で
あ
る
。
こ
の
定
義
は
原
始
経
典
で

は
『
相
応
部
』
二
二
’
七
九
命
．
日
．
震
）
と
そ
の
相
当
漢
訳
経

『
雑
阿
含
』
「
三
世
陰
世
食
経
」
（
大
二
・
二
ｂ
）
に
現
わ
れ
る
の

故
「
眼
は
色
を
つ
な
ぎ
と
め
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
は
有

情
の
色
に
対
す
る
執
著
の
相
に
目
を
向
け
た
も
の
と
い
え
る
。
そ

れ
は
色
の
認
識
で
あ
る
と
同
時
に
、
有
情
の
色
に
対
す
る
執
著
の

認
識
で
も
あ
る
。
色
法
そ
の
も
の
が
有
情
の
外
に
在
っ
て
有
情
か

ら
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
色
法
は
ま
ず
第
一
に
有
情
の

肉
体
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
色
法
の
理
解
も
有
情
の
存

在
を
度
外
視
し
て
な
さ
る
ゞ
へ
き
で
な
い
と
も
言
え
る
。
色
法
の
認

識
は
色
に
対
す
る
有
情
の
関
与
を
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の

立
場
Ｉ
そ
れ
を
主
観
的
立
場
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
ｌ
か
ら

も
色
法
の
認
識
は
可
能
で
あ
る
。
私
達
が
こ
の
小
論
で
意
味
す
る

「
色
法
の
主
観
的
認
識
」
と
は
有
情
の
関
与
を
通
し
た
色
法
の
認

②

識
で
あ
る
。

●

｜
庚
昌
ロ
冨
画
貢
昌
冒
昌
》
ゞ
の
意
味

み
で
、
原
始
経
典
の
中
で
は
マ
イ
ナ
ー
な
定
義
と
言
う
べ
き
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
定
義
に
は
目
圃
の
語
源
解
釈
が
見
ら
れ
る
故

に
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
以
降
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
、
現
代
の
学
者
に

至
る
ま
で
、
色
法
の
説
明
に
際
し
て
は
広
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。

ｊ’
’
一
カ
ー
ヤ
に
お
け
る
↑
《
目
も
も
四
首
。
》

く

《
《
目
弓
騨
負
は
目
罵
日
』
』
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
或
い
は
現
代
の
学
者

の
間
で
も
通
例
「
壊
れ
る
か
ら
色
で
あ
る
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

私
達
は
こ
の
《
《
儲
眉
冒
画
は
日
恩
目
・
》
の
意
味
の
再
考
か
ら
始
め

た
い
。
何
故
な
ら
一
一
カ
ー
ャ
の
中
で
《
《
属
目
冒
陣
》
》
の
語
は
決
し

③

て
「
壊
れ
る
」
の
意
味
に
使
用
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
『
ス

ッ
タ
’
一
・
ハ
ー
タ
』
七
六
七
偶
で
は
《
《
Ｈ
呂
冨
は
こ
は
「
苦
痛
を
受

け
る
」
「
苦
悩
す
る
」
の
意
味
で
あ
る
。

欲
望
を
か
な
え
た
い
と
望
み
、
貧
欲
の
生
じ
た
人
に
、
も

し
そ
の
欲
望
が
満
足
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
彼
は
矢
に
射
ら
れ

た
よ
う
に
苦
悩
す
る
（
⑳
凹
冒
ぐ
昼
巳
５
ぐ
騨
目
弓
：
）
。

畠
圏
冒
ミ
ミ
Ｑ
旨
（
や
扇
）
で
は
こ
の
《
《
目
唱
Ｐ
は
ゞ
を
冒
喝
鱒
は

（
怒
る
）
、
答
色
目
制
は
（
害
さ
れ
る
）
、
画
辱
胃
只
悩
ま
さ
れ
る
）
、

ご
創
言
国
（
病
ん
だ
）
、
８
日
Ｐ
ご
画
の
巴
冒
（
憂
悩
し
た
）
と
説
明
し

て
い
る
。

次
に
二
目
毛
冨
自
は
昌
冒
目
》
》
の
定
義
を
含
む
『
相
応
部
」

の
経
説
命
．
目
目
〉
駅
）
を
見
て
み
よ
う
。
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比
丘
ら
よ
、
汝
ら
は
色
は
何
で
あ
る
と
説
く
か
。
実
に
比

丘
ら
よ
、
苦
悩
す
る
か
ら
、
そ
れ
故
色
と
言
わ
れ
る
（
冒
弓
四
威

武
唇
。
ｇ
房
巨
沙
ぐ
の
冨
曾
風
昌
冨
ご
盆
ぐ
こ
８
四
９
．
何
に
よ

っ
て
苦
悩
す
る
の
か
。
寒
さ
に
よ
っ
て
も
苦
悩
し
、
暑
さ
に

よ
っ
て
も
苦
悩
し
、
飢
え
に
よ
っ
て
も
苦
悩
し
、
渇
き
に
よ

っ
て
も
苦
悩
し
、
虻
・
蚊
・
風
・
炎
熱
・
蛇
と
の
接
触
に
よ

っ
て
も
苦
悩
す
る
。

こ
の
文
脈
に
お
い
て
目
弓
Ｐ
註
を
「
壊
れ
る
」
の
意
味
に
理
解
す

る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
寒
さ
や
暑
さ
で
物
質
が
壊
れ
る
こ
と
は

有
り
う
る
。
虻
や
蚊
・
蛇
な
ど
に
触
れ
ら
れ
て
壊
れ
る
こ
と
も
皆

無
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
有
情
が
寒
さ
や

暑
さ
に
苦
痛
を
感
じ
、
飢
え
と
渇
き
に
苦
悩
し
、
或
い
は
虻
・
蚊

・
蛇
の
毒
に
苦
痛
を
受
け
る
と
理
解
す
る
方
が
よ
り
自
然
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
《
《
昌
喝
四
画
は
昌
冒
日
』
》

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
有
情
の
肉
体
が
外
部
の
刺
激
に
よ
り
苦

痛
を
受
け
る
（
目
弓
昌
）
か
ら
、
そ
れ
故
そ
れ
は
色
（
曽
冨
）
と

言
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
苦
痛
を
感
じ
苦
悩
す
る
有
情

の
肉
体
の
認
識
が
こ
こ
で
の
色
法
の
認
識
で
あ
る
。
肉
体
の
受
け

る
苦
痛
こ
そ
は
最
も
直
接
的
な
、
最
も
原
初
的
な
色
法
の
認
識
で

あ
る
↑
フ
。

色
法
の
認
識
は
精
神
的
苦
痛
と
し
て
も
な
さ
れ
る
。
『
ス
ッ
タ

二
・
ハ
ー
タ
』
二
一
二
偶
で
は
、
年
老
い
て
体
力
の
衰
え
た
ピ
ン

ギ
ャ
尊
者
が
、
こ
の
世
に
お
い
て
生
と
老
と
を
捨
て
る
た
め
の
説

法
を
求
め
る
の
に
対
し
、
ブ
ッ
ダ
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

ピ
ン
ギ
ヤ
よ
、
色
あ
る
が
故
に
人
々
は
害
わ
れ
る
の
を
見

る
し
、
色
あ
る
が
故
に
怠
惰
な
人
々
は
苦
悩
す
る
（
目
眉
目
茸

Ｈ
居
①
の
ご
鱈
目
冨
冒
昇
威
）
。
ピ
ン
ギ
ャ
よ
、
そ
れ
故
に
汝
は
怠

る
こ
と
な
く
色
を
捨
て
、
再
有
に
至
ら
な
い
よ
う
に
せ
よ
。

こ
の
場
合
も
旨
噌
四
口
陣
は
「
苦
悩
す
る
」
の
意
味
で
あ
る
が
、

Ｇ
ミ
言
畠
員
鴎
亀
含
．
誤
ｅ
に
よ
れ
ば
こ
こ
で
は
「
苦
悩
」
に
二
種

が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
曰
く
、

「
色
あ
る
が
故
に
怠
惰
な
人
為
は
苦
悩
す
る
」
と
い
う
〔
句

の
中
〕
、
「
苦
悩
す
る
」
と
は
苦
悩
し
、
怒
り
、
悩
ま
さ
れ
、

害
さ
れ
、
病
み
、
憂
悩
す
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
眼
病
に
よ

り
、
…
：
・
虻
・
蚊
・
風
・
炎
熱
・
蛇
と
の
接
触
に
よ
っ
て
苦

悩
し
・
…
：
憂
悩
す
る
。
こ
れ
が
「
色
あ
る
が
故
に
苦
悩
す
る
」

〔
の
意
味
〕
で
あ
る
。
或
い
は
ま
た
眼
が
減
退
し
、
失
わ
れ
、

損
じ
、
衰
え
、
離
散
し
、
消
失
し
て
行
く
と
き
、
彼
ら
は
苦

悩
し
：
：
：
憂
悩
す
る
。
耳
、
鼻
、
舌
、
身
、
色
、
声
、
香
、

味
、
触
、
家
系
、
仲
間
、
住
居
、
利
益
、
名
声
、
賞
讃
、
楽

し
み
、
衣
服
、
食
物
、
臥
坐
所
、
病
人
の
必
需
品
で
あ
る
薬

が
減
退
し
…
…
消
失
し
て
行
く
と
き
、
彼
ら
は
苦
悩
し
…
・
・
．
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憂
悩
す
る
。
こ
の
如
き
も
「
色
あ
る
が
故
に
苦
悩
す
る
」

〔
の
意
味
〕
で
あ
る
。

二
種
の
苦
悩
と
は
、
一
つ
に
は
眼
病
を
は
じ
め
と
す
る
多
種
多
様

な
病
気
や
虻
・
蚊
・
蛇
な
ど
の
毒
に
よ
っ
て
肉
体
が
痛
む
と
い
う

肉
体
的
苦
痛
で
あ
り
、
二
つ
に
は
体
力
の
衰
え
や
利
益
・
名
声
・

財
産
な
ど
の
消
失
を
悲
し
み
・
悩
み
。
苦
し
む
と
い
う
精
神
的
な

苦
痛
で
あ
る
。
第
二
の
理
解
に
し
た
が
え
ば
、
〔
変
化
し
消
失
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
〕
人
に
精
神
的
苦
痛
を
与
え
る
（
目
弓
：
）
か

ら
色
（
昌
冨
）
で
あ
る
、
と
い
う
色
法
の
認
識
が
成
り
立
つ
。

ｊⅡ
パ
ー
リ
仏
教
に
お
け
る
《
・
目
噌
Ｐ
陸
）
〉

く

・
ハ
ー
リ
・
ア
ッ
タ
ヵ
タ
ー
以
降
に
お
い
て
は
《
Ｈ
眉
冒
は
》
あ
る

い
は
そ
の
名
詞
形
昌
喝
四
国
四
は
「
変
壊
」
の
意
味
に
理
解
さ
れ

て
い
る
。
、
亀
画
ミ
ミ
尋
亀
雪
国
ご
国
自
弓
日
．
２
．
局
の
司
鼻
且
底
閏
日
ロ
色
）

は
Ｈ
呂
冨
国
四
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

変
壊
（
目
弓
目
騨
）
と
は
寒
さ
な
ど
の
破
壊
の
縁
が
集
ま
っ

た
と
き
、
異
っ
た
す
が
た
で
生
ず
る
こ
と
（
ぐ
菌
呂
呂
弓
四
段
）

で
あ
る
。
弓
目
．
目
）
證
巴

同
じ
理
解
は
堅
專
員
冒
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
唇
冒
ミ
ミ
（
シ
９
忽
）
に
も
見
ら

れ
る
。

変
壊
す
る
か
ら
色
で
あ
る
（
昌
弓
異
目
胃
弓
“
目
）
。
寒
さ

や
暑
さ
な
ど
の
破
壊
の
縁
に
よ
っ
て
変
化
す
る
（
ぐ
房
笥
痩
冒

号
昌
島
）
か
ら
、
‐
或
い
は
〔
変
化
が
〕
も
た
ら
さ
れ
る
か
ら
、

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
倉
冨
〕
ご
巳
．
局
２
↓
色
言
旨
四
目
曽
騨
？
ご

』
．
巨
唱
色
丘
或
い
は
冒
皀
冒
冒
Ｐ
が
「
変
壊
（
す
る
）
」
の
意
味
に
理

解
さ
れ
る
が
故
に
、
こ
こ
に
新
た
な
疑
問
が
二
つ
提
出
さ
れ
る
に

至
る
。
即
ち
「
変
壊
」
は
色
法
に
限
ら
ず
有
為
法
の
全
て
に
共
通

す
る
性
質
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
非
色
法
も
ま
た
《
｛
昌
冒
》
》

と
呼
ば
れ
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、
非
色
法
を
《
《
昌
冨
こ
と

呼
ば
な
い
の
は
何
故
か
。
こ
れ
に
対
し
て
註
釈
家
は
、
色
に
お
い

て
変
壊
の
性
質
が
最
も
顕
著
で
あ
る
か
ら
、
色
の
み
を
《
《
目
冨
』
、

と
呼
ぶ
、
と
答
え
て
い
る
。
更
に
ま
た
、
梵
界
に
は
寒
暑
な
ど
の

破
壊
の
縁
は
無
い
か
ら
、
そ
こ
で
は
「
変
壊
」
は
無
い
は
ず
で
あ

る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
「
色
界
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
正
し
く
な

い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
詰
問
が
提
出
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
註

釈
家
は
、
梵
界
に
は
破
壊
の
縁
は
無
い
が
摂
益
の
縁
が
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
変
化
が
お
こ
る
か
ら
「
色
界
」
と
い
う
呼
び
方
に
不

④

都
合
は
な
い
と
答
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
答
か
ら
も
旨
弓
騨
は

あ
る
い
は
割
呂
冨
口
四
が
「
苦
悩
（
す
る
）
」
の
意
味
か
ら
「
変
壊

（
す
る
）
」
の
意
味
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
確
め
ら
れ
る
。

曽
ミ
ミ
○
言
ミ
富
。
ミ
ミ
（
弓
．
や
ｅ
は
先
き
に
挙
げ
た
『
相
応

部
」
二
二
’
七
九
（
の
日
〕
段
）
の
色
法
定
義
の
経
説
を
引
用
し
、

そ
れ
に
注
釈
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
Ｈ
喝
冨
威
は
百
‐

〃ワ
オニ



雪
国
は
（
怒
る
）
、
廻
国
昏
冒
首
（
害
さ
れ
る
）
、
営
辱
Ｐ
は
（
悩
ま

さ
れ
る
）
と
説
明
さ
れ
る
が
、
更
に
冨
竺
ご
茸
（
壊
れ
る
）
の
意

味
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
《
《
巴
鳶
口
四
百
（
寒
さ
に
よ
っ
て

も
）
尉
呂
忌
茸
・
》
と
い
う
現
象
は
Ｆ
ｏ
冨
口
国
風
菌
‐
昌
国
息
（
世
中

間
地
獄
）
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
に
堕
ち
た
有
情
が

寒
さ
に
苦
し
め
ら
れ
亡
ん
で
行
く
す
が
た
を
記
し
、
更
に
マ
ヒ
ン

サ
ヵ
王
国
な
ど
冬
期
厳
寒
の
地
方
で
は
人
々
は
寒
さ
に
よ
っ
て
肉

体
が
壊
さ
れ
、
生
命
が
つ
き
る
こ
と
が
あ
る
と
説
明
を
加
え
て
い

る
。
ま
た
《
《
口
目
①
口
四
回
（
暑
さ
に
よ
っ
て
も
）
目
喝
Ｐ
は
》
》
は

無
間
地
獄
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
と
し
、
無
間
地
獄
に
お
い
て
有

情
が
熱
に
苦
し
め
ら
れ
、
身
体
が
壊
さ
れ
る
様
子
を
記
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
説
明
で
は
目
層
ぃ
陸
は
「
苦
悩
す
る
」
の
意
味
で
あ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
「
壊
れ
る
」
の
意
味
の
あ
る
こ
と
も
否

定
で
き
な
い
。
「
苦
悩
す
る
」
か
ら
「
壊
れ
る
」
へ
の
過
渡
に
あ

る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

ｊⅢ
北
伝
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
け
る
《
《
Ｈ
ｇ
菌
冨
・
》

北
伝
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
い
て
胃
号
冨
訂
或
い
は
昌
冒
ｇ
は

「
苦
悩
（
す
る
）
」
の
意
味
を
失
っ
て
い
な
い
。
「
倶
舎
論
』
で
は

世
親
は
胃
弓
菌
訂
を
園
目
百
百
（
詩
○
ず
①
胃
の
の
”
の
ｑ
》
切
昌
の
Ｈ
】
苦

し
む
）
と
理
解
し
て
い
る
。
曰
く
、

次
に
何
故
に
無
表
を
終
り
と
す
る
こ
〔
の
十
一
種
の
法
〕

を
色
蒋
と
呼
ぶ
の
か
。
苦
悩
す
る
こ
と
（
日
冨
目
）
に
よ
る
。

世
尊
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
。
「
そ
れ
ぞ
れ
苦
悩
す
る

（
副
冨
農
。
）
か
ら
、
比
丘
ら
よ
、
そ
れ
故
に
色
取
謡
と
呼
ば

れ
る
。
何
に
よ
っ
て
苦
悩
す
る
の
か
。
手
で
触
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
触
れ
ら
れ
た
も
の
は
苦
悩
す
る
」
云
々
と
。
苦
悩
す

る
と
は
苦
し
む
（
冨
目
冒
蔚
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
（
ど
ハ

も
、
や
）

世
親
は
儲
目
制
蔚
を
「
苦
悩
す
る
」
と
理
解
す
る
根
拠
を
先
き

に
引
用
し
た
『
ス
ッ
タ
’
一
。
〈
－
タ
』
七
六
七
偶
の
「
矢
に
射
ら
れ

た
如
く
苦
悩
す
る
（
の
煙
冒
ぐ
昼
号
。
§
目
弓
目
）
」
に
求
め
て
い
る
。

ま
た
世
親
は
何
故
に
「
苦
悩
す
る
か
ら
色
で
あ
る
」
と
言
え
る
の

か
を
説
明
し
て
い
る
。
曰
く
、

そ
れ
で
は
色
に
あ
る
苦
し
み
（
日
号
自
国
）
と
は
何
か
。
変

易
を
生
ず
る
こ
と
（
ぐ
ぢ
騨
昌
目
白
○
苔
目
沙
昌
）
で
あ
る
。

変
易
を
生
ず
る
こ
と
は
「
悪
し
く
変
っ
て
生
ず
る
こ
と
（
ぐ
房
儲
毎
。
‐

苔
目
四
目
）
」
で
あ
る
と
称
友
は
説
明
し
て
い
る
（
筐
痢
目
目
．
や
霞
）
。

色
は
常
に
変
易
す
る
が
、
そ
の
変
易
は
色
の
常
住
不
変
を
願
う
者

に
は
好
ま
し
く
な
い
。
色
は
変
易
す
る
と
い
う
自
性
の
故
に
人
に

⑤

苦
悩
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

衆
賢
も
ま
た
こ
の
理
解
を
保
持
し
て
い
る
。
即
ち
衆
賢
は
「
変

壊
（
昌
冨
目
）
」
の
語
に
仙
苦
受
の
因
、
②
有
触
対
、
③
可
転
易
の
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三
義
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
「
苦
受
の
因
」
を
説
明
し
て

「
苦
受
の
因
と
は
、
色
は
変
壊
あ
り
、
能
く
苦
受
を
生
ず
」
と
述

寺
へ
て
い
る
。
（
『
順
正
理
論
』
巻
二
、
大
二
九
・
三
三
七
ｂ
）

以
上
の
よ
う
に
目
層
旦
』
あ
る
い
は
目
冒
胃
①
は
肉
体
的
・

精
神
的
に
「
苦
悩
す
る
」
と
い
う
意
味
を
有
す
。
こ
の
意
味
に
し

た
が
え
ば
《
《
Ｈ
５
Ｅ
武
陸
目
９
日
》
》
は
「
苦
悩
す
る
が
故
に
色

で
あ
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
客
観
的
に
は
色
は
変
壊
す
る
の

み
で
あ
る
。
変
壊
す
る
色
が
苦
悩
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
か
否
か

は
、
色
自
身
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
色
に
対
す
る
有

情
の
態
度
い
か
ん
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
色
に
執
箸
す
る
者
に
は
色

は
苦
悩
せ
し
め
る
も
の
と
な
る
。
そ
れ
故
「
苦
悩
す
る
か
ら
色
で

あ
る
」
と
い
う
色
法
の
認
識
は
、
色
に
対
す
る
執
著
と
い
う
主
観

の
側
の
関
与
を
通
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
観
の
関

与
を
通
し
た
色
法
の
認
識
を
私
達
は
「
色
法
の
主
観
的
認
識
」
と

呼
ん
で
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
壊
れ
る
か
ら
色
で
あ
る
」
と
い

う
の
は
客
観
的
認
識
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

ｊｌ
色
の
定
義

く

色
法
の
主
観
的
認
識
は
『
阿
毘
達
磨
集
論
』
（
集
論
患
ミ
ミ
ー
ミ
‐

昌
昌
雲
冒
震
恩
ミ
曇
．
缶
望
に
お
い
て
一
層
広
く
認
め
ら
れ
る
。
色
の
定

｜
｜
阿
毘
達
磨
集
論
の
色
法
説

義
か
ら
見
て
い
こ
う
。

色
瀧
は
何
の
相
な
る
や
。
変
現
（
目
眉
目
）
の
相
が
是
れ

色
の
相
な
り
。
此
に
二
種
あ
り
。
一
に
は
触
対
変
壊
、
二
に

は
方
所
示
現
な
り
。
云
何
が
名
づ
け
て
触
対
変
壊
と
な
す
や
。

謂
く
、
手
足
塊
石
刀
杖
寒
熱
飢
渇
蚊
蛇
蝸
に
由
り
て
触
対
せ

ら
る
る
時
、
便
ち
変
壊
す
る
。
云
何
が
名
づ
け
て
方
所
示
現

と
な
す
や
。
謂
く
、
方
所
に
由
り
て
相
の
示
現
す
べ
き
、
此

の
如
き
色
、
此
の
如
き
色
の
、
或
は
定
心
に
由
り
、
或
は
不

定
〔
心
〕
に
由
り
、
尋
思
想
応
し
て
種
種
に
構
画
す
る
。

『
集
論
』
も
片
目
ｐ
を
儲
眉
眉
勉
の
相
あ
る
も
の
と
定
義
す
る
が
、

⑥

冒
冨
目
に
触
対
変
壊
と
方
所
示
現
の
二
義
を
認
め
て
い
る
。
周

知
の
如
く
曽
弓
騨
昌
或
い
は
目
喝
騨
目
色
（
八
く
引
引
・
叶
古
剖
創

と
目
圃
と
は
言
語
学
的
に
は
関
係
が
な
い
。
目
冒
は
く
Ｈ
ｇ

に
由
来
し
、
辞
書
に
よ
れ
ば
く
境
目
に
は
さ
さ
儲
日
〕
狩
員
の
》

Ｈ
①
ご
Ｈ
①
、
①
国
威
①
ｘ
ぽ
許
す
再
ず
冒
頤
⑦
の
計
口
尉
①
》
の
豈
○
弓
》
芦
口
め
毛
①
○
〆
○
○
口
庁
①
‐

目
巨
胃
の
の
意
味
が
あ
る
。
昌
冨
目
を
触
対
変
壊
と
す
る
解
釈

は
昌
恩
の
語
源
を
く
副
回
（
あ
る
い
は
香
呂
）
に
求
め
る
仏
教

の
伝
統
的
な
語
源
解
釈
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

方
所
示
現
は
目
冒
の
語
源
を
く
副
匂
に
求
め
た
結
果
で
あ
り
、

昌
冨
の
本
来
の
語
源
に
そ
っ
た
理
解
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
集

論
』
は
目
も
色
愚
‐
（
し
た
が
っ
て
ａ
宅
四
）
に
く
目
も
と
く
Ｈ
息
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、

と
い
う
二
義
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
玄
英
は
そ
れ
を
「
変

℃

、

、

現
」
、
「
変
壊
」
、
「
示
現
」
と
巧
み
に
訳
し
分
け
て
い
る
。

こ
の
色
の
定
義
は
客
観
的
分
析
観
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
文
脈
で
「
変
壊
（
Ｈ
号
昌
四
）
」
に
「
苦
悩
」
の
意
味
は
認
め
ら

れ
な
い
。
し
か
し
以
下
に
詳
説
す
る
よ
う
に
『
集
論
』
も
色
法
に

「
苦
悩
」
の
意
味
を
認
め
て
い
る
。

ｊⅡ
有
色
・
無
色
説

く

色
法
の
主
観
的
認
識
は
有
色
・
無
色
の
説
示
に
お
い
て
見
ら
れ

⑦

る
。
こ
の
箇
所
は
幸
い
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
が
残
っ
て
い
る

の
で
、
以
下
に
お
い
て
始
め
に
そ
れ
を
訳
出
し
、
次
に
そ
れ
に
対

す
る
諸
註
釈
害
に
も
と
づ
き
、
説
明
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

の
有
色
と
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
。
⑪
ど
れ
だ
け
が
有
色

で
あ
る
か
。
⑩
い
か
な
る
目
的
で
有
色
を
観
察
す
る
の
か
。

い
い
そ
れ
（
色
）
を
自
体
と
す
る
故
に
も
、
②
大
種
を
所
依

と
す
る
故
に
も
、
③
喜
を
集
（
原
因
）
と
す
る
故
に
も
、
③

方
位
を
有
す
る
故
に
も
、
⑤
場
所
に
遍
満
し
て
い
る
故
に
も
、

⑥
場
所
を
示
す
故
に
も
、
㈹
場
所
を
対
境
と
す
る
故
に
も
、

⑧
二
〔
人
〕
の
共
通
の
対
境
で
あ
る
故
に
も
、
⑨
相
属
し
て

い
る
故
に
も
、
⑩
付
随
し
て
い
る
故
に
も
、
⑪
顕
了
す
る
故

に
も
、
⑫
悩
壊
す
る
故
に
も
、
⑬
顕
示
す
る
故
に
も
、
⑭
積

集
し
て
建
立
す
る
故
に
も
、
⑮
外
門
で
あ
る
故
に
も
、
⑯
内

門
で
あ
る
故
に
も
、
⑰
長
遠
で
あ
る
故
に
も
、
⑬
分
断
さ
れ
て

い
る
故
に
も
、
⑲
暫
時
で
あ
る
故
に
も
、
⑳
示
現
す
る
故
に
も
、

有
色
で
あ
る
と
見
る
べ
し
。
⑪
一
切
は
有
色
で
あ
る
。
⑪
有

色
を
我
で
あ
る
と
執
著
す
る
こ
と
を
捨
ん
が
た
め
で
あ
る
。

㈹
無
色
と
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
。
⑪
ど
れ
だ
け
が
無
色

で
あ
る
か
。
伽
い
か
な
る
目
的
で
無
色
を
観
察
す
る
の
か
。

①
有
色
と
反
対
の
場
合
に
無
色
で
あ
る
。
⑪
一
切
は
無
色
で

あ
る
。
あ
る
い
は
所
応
の
如
し
で
あ
る
。
伽
無
色
を
我
で
あ

る
と
執
著
す
る
こ
と
を
捨
ん
が
た
め
で
あ
る
。

仏
教
の
一
般
論
で
は
有
色
（
Ｈ
弓
目
）
と
は
四
大
種
と
四
大
所
造

色
を
指
し
、
無
色
（
肖
号
目
）
と
は
そ
れ
ら
以
外
の
非
色
法
を
指
す
。

と
こ
ろ
が
『
集
諭
』
で
は
一
切
が
有
色
と
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
直
後
に
は
一
切
が
無
色
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
一

見
不
可
解
な
規
定
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
す
で
に
他
処
に
お
い

⑧

て
解
明
を
試
み
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
要
略
を
示
し
て
お
く
。

『
集
論
』
の
有
色
・
無
色
説
で
は
、
①
有
色
（
無
色
）
の
相

（
雷
冨
自
四
）
と
⑪
有
色
（
無
色
）
の
事
（
ぐ
尉
言
）
と
が
説
か
れ
た
後
、

⑩
「
有
色
（
無
色
）
を
我
で
あ
る
と
執
著
す
る
こ
と
を
捨
ん
が
た

め
」
と
言
っ
て
、
増
益
の
執
を
断
ず
る
と
い
う
目
的
が
説
か
れ
て

い
る
。
相
と
は
現
象
が
現
象
と
し
て
表
象
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
姿
で

あ
る
。
事
と
は
相
の
所
依
と
な
っ
て
い
る
誼
・
界
・
処
の
諸
法
と
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無
為
法
（
そ
れ
ら
は
『
集
論
』
で
は
実
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
）
を
指
す
。
「
一
切
が
有
色
で
あ
る
」
と
は
一
切
法
が
有
色
の

相
を
な
す
事
（
ぐ
四
の
目
）
と
な
る
と
い
う
意
味
、
．
切
は
無
色
で

あ
る
」
と
は
一
切
法
が
無
色
の
相
を
な
す
事
と
な
る
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
我
執
に
と
ら
わ
れ
た
者
に
は
有
色
（
或
い
は
無
色
）
が

我
で
あ
る
と
執
著
さ
れ
る
。
し
か
し
有
色
（
無
色
）
の
相
と
そ
の

相
を
織
成
し
て
い
る
事
（
く
ゅ
の
目
）
を
正
し
く
知
る
こ
と
を
通
し
て
、

有
色
（
無
色
）
に
は
我
と
呼
ぱ
る
寺
へ
き
何
物
も
存
在
し
な
い
こ
と

を
知
る
。
し
た
が
っ
て
『
集
論
』
に
独
特
な
三
つ
の
観
点
か
ら
の

記
述
は
転
迷
開
悟
の
椛
造
を
有
し
て
い
る
。

さ
て
有
色
の
相
に
は
い
色
自
体
乃
至
⑳
示
現
の
二
十
相
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
雑
然
の
感
を
い
だ
か
せ
る
。
ダ
ル
マ

⑨

リ
ン
チ
ェ
ン
は
『
集
論
』
に
対
す
る
註
釈
の
中
で
、
そ
れ
ら
二
十

相
を
右
図
の
よ
う
に
分
類
・
整
理
し
て
い
る
。

ｌ
差
別

ｌ
仙
色
を
自
体
と
す
る
有
色
Ｉ
（
略
説
）

｜
ｌ
②
大
種
に
依
っ
て
成
じ
た
有
色

有
の

Ｉ
を
も
ｌ

相
す
Ｉ
｜
Ⅱ
州
州
州
Ⅱ
獅
諦
謹
轆
｝
（
広
説
）

目‐
那
れ
ぅ

Ｉ
罐
》
’
’
１
卵
唖
岬
癖
唖
個
唖
礒
辨
詐
謝
砂
毒
味
に
用
い
る

３
０
１
３
ノ
リ
ｊ

ｌ
Ｏ
ｆ
０
１
也

以
下
で
は
こ
の
分
類
に
従
っ
て
個
々
の
相
を
略
説
し
て
行
く
が
、

そ
の
際
に
獅
子
覚
に
よ
る
註
釈
（
患
萱
慧
ミ
ミ
房
ミ
ミ
Ｒ
ミ
ｓ
‐
罫
魯
冒

Ｐ
ｍ
ｍ
彦
弓
．
闇
‐
鴎
）
を
随
時
示
し
て
行
く
。

仙
色
を
自
体
と
す
る
と
は
「
有
色
と
い
う
の
は
色
が
そ
の
自
体

即
ち
自
性
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
故
そ
の
も
の
は
有
色
で
あ
る
」

（
崩
臼
）
。
③
「
大
種
を
所
依
と
し
て
い
る
故
に
も
と
は
、
他
の
色

と
結
合
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
有
色
で
あ
る
と
示
す
の
で
あ

る
。
所
造
色
が
大
種
と
結
合
し
、
ま
た
諸
の
大
種
が
相
互
に
〔
結

合
し
て
い
る
〕
か
ら
で
あ
る
」
Ｆ
闇
与
。
㈹
⑨
と
も
四
大
種
と
四

大
所
造
色
を
指
し
て
い
る
。
有
色
と
は
四
大
種
と
四
大
所
造
色
で

あ
る
と
い
う
の
が
一
一
カ
ー
ャ
以
来
定
着
し
た
考
え
方
で
あ
り
、

「
集
論
』
も
そ
れ
を
受
け
つ
い
で
い
る
。
②
は
所
造
色
が
四
大
種

に
、
ま
た
四
大
種
は
四
大
種
同
士
相
互
に
依
存
し
合
っ
て
い
る
様

子
を
述
令
へ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
は
⑳
⑥
⑭
を
一
組
と
し
、
そ
れ
ら
が
色
法

の
触
対
変
壊
の
相
を
表
わ
し
て
い
る
と
註
釈
し
て
い
る
。
そ
の
う

ち
で
、
⑳
方
位
を
有
す
る
と
は
物
質
的
存
在
が
上
下
四
方
と
い
っ

た
部
分
或
い
は
方
位
を
有
す
る
こ
と
を
指
す
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
極

微
説
に
よ
れ
ば
一
個
の
極
微
は
無
方
分
で
あ
る
が
、
七
個
積
集
し

て
始
め
て
上
下
四
方
の
方
位
が
生
ず
る
と
さ
れ
る
。
七
個
の
極
微

が
一
個
を
中
心
と
し
て
上
下
四
方
に
各
々
一
つ
積
集
し
て
、
物
質
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と
し
て
一
定
の
空
間
を
占
め
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
⑤
場
所
に

遍
満
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
物
質
的
存
在
が
一
定
の
空
間
を
占
め

て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
⑭
積
集
し
て
建
立
す
る
と
は
、
「
極

微
以
上
の
色
が
部
分
を
有
す
る
も
の
を
建
立
す
る
」
（
嚴
團
）
こ

と
を
言
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
③
⑤
⑭
は
全
て
物
質
的
存
在
は

極
微
が
積
集
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
物
質
の
構
造
の
故
に
そ
れ
は
変
壊
す
る
と
考
え
て
、
ダ
ル
マ
リ

ン
チ
ェ
ン
は
そ
れ
ら
を
触
対
変
壊
の
相
と
み
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
⑥
⑦
⑥
の
一
組
は
方
所
示
現
の
相
を
表
わ
す
と

さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
で
⑥
場
所
を
示
す
と
は
「
そ
の
よ
う
な
場
所

に
〔
在
る
〕
と
示
す
能
力
が
あ
る
」
（
尻
留
）
と
い
う
意
味
で
、

こ
れ
は
昌
冒
の
語
源
く
引
可
の
意
味
を
端
的
に
表
わ
し
て
い

る
。
⑦
場
所
を
対
境
と
す
る
と
は
「
或
る
場
所
に
在
る
も
の
が
対

象
と
な
る
」
（
陽
閉
ロ
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
⑥
二
人
の
共
通
の

対
境
と
な
る
と
は
「
二
人
の
有
情
の
共
通
の
対
象
と
な
る
か
ら
で

あ
る
。
非
色
は
そ
の
よ
う
で
は
な
い
。
あ
た
か
も
自
分
の
体
験
が

他
人
に
理
解
さ
れ
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
」
念
闇
巳
。

以
上
の
八
つ
の
相
を
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
は
「
相
を
有
す
る
も

の
（
日
厨
盲
目
動
己
冒
）
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
「
相
を
有
す
る
」
と

は
勿
論
、
色
の
相
を
有
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
⑧
と
⑥
乃
至
⑬
は
「
施
設
さ
れ
た
も
の
（
胃
国
甥

忌
冨
）
」
と
呼
ば
れ
る
。
体
は
色
で
は
な
い
が
有
色
と
し
て
施
設

さ
れ
た
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
で
、
③
喜
を
集
（
原
因
）
と
す
る
と
は
、
「
喜
が
そ

の
も
の
の
集
（
原
因
）
で
あ
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
が
有
色
で
あ
る
」

（
膀
恩
）
。
有
色
は
喜
を
原
因
と
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
は
③
を
「
果
の
語
を
因
の
意
味
に
用
い
る
」

と
説
明
し
て
い
る
が
、
今
の
場
合
、
果
の
語
と
は
「
有
色
」
を
指

し
、
因
と
は
「
喜
」
で
あ
る
。
「
有
色
」
と
い
う
語
は
（
色
に
対

す
る
）
喜
を
意
味
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
色
に
対
し

⑩

て
喜
ぶ
か
ら
、
そ
の
喜
び
が
有
色
と
言
わ
れ
る
。

⑥
乃
至
⑬
は
「
因
の
語
を
果
の
意
味
に
用
い
る
」
と
説
明
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
う
ち
で
、
⑨
相
属
と
は
、
「
眼
識
な
ど
も
関
係
を

有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
色
性
と
な
る
。
〔
眼
識
な
ど
が
〕
有
色

の
根
と
相
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
（
嚴
團
）
。
識
（
非
色
）
が

根
（
色
）
と
相
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
用
を
逐
行
す
る
か
ら
、

識
が
有
色
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
⑩
付
臆
と
は
「
無
色
界
に
生

じ
た
凡
夫
に
は
色
の
種
子
が
付
随
し
て
い
る
か
ら
」
（
臨
團
）
彼

も
ま
た
有
色
と
呼
ば
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
⑪
顕
了
（
科
目
ロ
ー

⑪

冒
目
）
は
「
尋
伺
が
所
縁
を
顕
了
す
る
か
ら
」
（
陽
国
〕
）
と
説
明
さ

れ
て
い
る
。
君
‐
胃
巨
富
ｇ
は
胃
色
く
剖
引
句
に
由
来
し
、
表
出
し
、

知
ら
し
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
尋
と
伺
と
は
色
を
対
象
と
し
て
、
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そ
れ
を
意
識
に
対
し
て
表
出
し
知
ら
し
め
る
か
ら
、
そ
の
は
た
ら

き
を
な
す
尋
と
伺
が
有
色
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
⑫
は
悩
壊
す

る
か
ら
有
色
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
シ
の
、
ロ
は
「
悩
壊

（
ぐ
望
目
目
冒
目
）
の
故
に
と
は
、
五
瀧
が
手
な
ど
で
触
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ま
た
憂
い
な
ど
に
よ
っ
て
所
応
の
如
く
変
壊
し
（
勧
冨
‐

ｇ
）
、
苦
し
め
る
（
目
（
］
盲
目
）
か
ら
で
あ
る
」
と
説
明
す
る
。

⑫

シ
の
国
丘
や
プ
ト
ン
註
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
の
「
悩
壊
」
に
は
二
極
の

意
味
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
五
湖
が
変
壊
す
る
こ
と
と
、
変

壊
に
よ
っ
て
主
観
の
側
が
苦
痛
を
受
け
る
こ
と
、
と
い
う
二
種
で

あ
る
。
上
述
し
た
如
く
、
《
《
目
弓
Ｐ
画
計
一
日
冨
日
）
》
に
は
「
壊
れ

る
か
ら
色
で
あ
る
」
と
い
う
客
観
的
認
識
と
「
〔
変
壊
す
る
色
に

よ
っ
て
〕
有
情
が
苦
悩
す
る
か
ら
色
で
あ
る
」
と
い
う
主
観
的
認

識
と
が
あ
っ
た
。
悩
壊
す
る
か
ら
有
色
で
あ
る
と
い
う
の
も
客
観

的
・
主
観
的
の
両
方
に
理
解
で
き
る
。
即
ち
客
観
的
に
は
、
「
五

穂
は
変
壊
す
る
か
ら
有
色
と
呼
ば
れ
る
」
の
意
味
で
あ
り
、
こ
の

場
合
は
、
変
壊
は
色
法
に
最
も
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
性
質
で
あ
る

か
ら
、
変
壊
す
る
五
穂
の
す
、
へ
て
を
有
色
と
呼
ん
で
い
る
。
主
観

的
に
は
、
苦
悩
す
る
と
い
う
心
理
の
は
た
ら
き
は
色
を
対
象
と
し

た
と
き
最
も
顕
著
に
起
る
か
ら
、
苦
悩
と
い
う
心
理
の
は
た
ら
き

を
、
対
象
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て
有
色
と
呼
ぶ
の
で
あ

る
。
⑬
顕
示
（
の
Ｐ
目
冒
苔
目
色
）
と
は
「
言
説
が
明
示
す
る
か
ら
」

震
閉
巳
、
言
説
が
有
色
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

有
色
の
相
に
は
二
十
相
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
厳
密
に
言
え

ば
い
乃
至
⑭
の
み
が
有
色
の
相
で
あ
る
。
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
は

こ
れ
ら
十
四
種
を
「
相
」
と
呼
ん
で
い
る
。
残
り
の
⑮
乃
至
⑳
は

「
差
別
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
如
く
、
欲
・
色
界
者
、
凡
夫
、
有

学
、
無
学
、
仏
と
い
う
種
姓
の
別
に
よ
る
色
の
差
別
を
説
く
も
の

⑬

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
六
種
は
目
下
の
論
究
に
は
直
接
関

係
が
な
い
。
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
の
で
そ
の
説
明
を
省
く
。

有
色
の
相
を
概
観
し
お
わ
っ
て
、
私
達
が
改
め
て
目
を
向
け
て

見
た
い
の
は
「
相
を
有
す
も
の
」
と
称
さ
れ
た
い
②
㈱
乃
至
⑥
⑭

の
グ
ル
ー
プ
と
、
「
施
設
さ
れ
た
も
の
」
と
称
さ
れ
た
⑥
⑨
乃
至

⑬
の
グ
ル
ー
・
フ
で
あ
る
。
第
一
の
グ
ル
ー
。
フ
は
色
法
の
客
観
的
分

析
で
あ
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
は
、
有
色
か
否
か
は
そ
れ

の
体
が
四
大
。
四
大
所
造
色
で
あ
る
か
否
か
で
決
定
さ
れ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
私
達
が
問
題
に
し
て
い
る
「
色

法
の
主
観
的
認
識
」
に
属
す
。
（
但
し
⑩
付
随
は
「
宗
教
上
の
分

類
」
の
名
の
も
と
に
⑮
乃
至
⑳
の
グ
ル
ー
・
フ
に
摂
さ
る
べ
き
で
あ

る
。
）
第
二
の
グ
ル
ー
・
フ
に
お
い
て
は
色
を
自
体
と
す
る
か
否
か

に
よ
っ
て
有
色
か
否
か
が
決
め
ら
れ
る
の
で
な
い
。
有
色
か
否
か

を
決
め
る
の
は
主
観
の
在
り
方
で
あ
る
。
③
は
色
に
対
す
る
喜
が

有
色
と
言
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
有
色
か
否
か
は
有
情
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が
色
を
喜
ぶ
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
側
は
眼
識
な
ど
が
根
と

相
属
し
て
い
る
か
ら
有
色
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
こ
こ

で
も
有
色
か
否
か
は
主
観
の
側
の
認
識
活
動
の
有
無
に
基
づ
く
。

対
象
で
あ
る
色
を
識
が
認
識
す
る
と
き
、
そ
の
識
が
有
色
と
呼
ば

れ
る
。
⑪
顕
了
に
お
い
て
も
、
尋
伺
が
有
色
と
言
わ
れ
る
の
は
、

色
を
尋
求
し
伺
察
す
る
と
い
う
心
理
作
用
に
基
づ
い
て
い
る
。
⑫

悩
壊
に
お
い
て
も
、
客
観
的
に
は
色
或
い
は
五
萠
は
変
壊
す
る
だ

け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
苦
痛
を
感
じ
る
の
は
色
に
対
す
る
主
観
の

側
に
執
著
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
⑬
顕
示
と
は
色
を
言
説
で
表
現

す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
言
説
が
有
色
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
場
合

も
、
色
を
対
象
と
す
る
主
観
の
側
の
言
語
作
用
に
基
づ
い
て
有
色

と
言
わ
れ
る
。

仏
教
の
一
般
論
で
は
有
色
（
境
目
旨
）
と
は
色
（
四
大
・
四
大
所

造
色
）
を
自
体
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
集
論
』
で
は
有

色
を
色
法
の
み
に
限
定
し
な
い
。
色
を
喜
び
、
色
と
相
属
し
、
色

を
顕
了
し
、
色
に
苦
痛
を
受
け
、
色
を
顕
示
す
る
、
と
い
う
主
観

の
側
の
は
た
ら
き
が
あ
る
と
き
、
そ
の
は
た
ら
き
を
な
す
も
の
を

有
色
と
呼
ん
で
い
る
。
色
法
の
み
な
ら
ず
、
色
法
に
対
す
る
主
観

の
関
与
の
全
体
を
有
色
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
色
法

の
研
究
は
物
質
に
対
す
る
客
観
的
な
分
析
に
と
ど
ま
ら
ず
、
色
に

対
す
る
主
観
の
関
与
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
色
に
対
す
る
主
観
の

結

原
始
経
典
に
お
け
る
色
法
へ
の
倫
理
的
な
取
り
組
は
、
色
は
無

常
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
真
の
幸
福
の
基
礎
と
な
り
え
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
仏
教
に
お
け
る
色
法
の
研
究
は
、
色
の
無

常
・
苦
・
無
我
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
色
へ
の
執
着
を
断
つ

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
仏
教
の
客
観
的
分
析
観
は
こ
の
目
的

に
大
い
に
資
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
色
法
の
主
観
的
認
識
も
ま
た

存
在
し
た
。
そ
れ
は
色
に
対
す
る
有
情
の
関
与
の
相
と
執
著
の
現

実
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
上
述
の
如

く
、
『
集
論
』
の
有
色
説
は
有
色
の
相
と
そ
の
相
を
構
成
す
る
「
事
」

（
ぐ
ゆ
の
甘
）
を
正
し
く
知
る
こ
と
を
通
し
て
、
有
色
が
無
我
で
あ
る

こ
と
を
知
り
、
我
へ
の
執
著
を
断
つ
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。

有
色
の
相
と
は
色
と
色
に
対
す
る
主
観
の
関
与
（
執
著
）
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
色
に
対
す
る
主
観
の
関
与
（
執
着
）
の
認
識
は
、
色
へ

関
与
が
「
有
色
」
と
い
う
新
た
な
色
の
概
念
を
生
ず
る
に
至
っ
て

い
る
。
『
集
諭
』
の
「
有
色
」
の
中
に
私
達
は
「
色
法
の
主
観
的

認
識
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
有
色
）
（
有
色
）

一般論

（
四
大
・
所
造
色
）

色

｢集論』

主観の
関与

I
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の
執
著
か
ら
の
解
放
の
第
一
歩
と
な
る
。
色
法
の
主
観
的
認
識
を

今
は
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
お
き
た
い
。

註①
国
．
嵐
胃
匡
口
囚
８
＄
》
駒
員
暮
営
警
畠
唇
畠
ミ
ミ
ミ
ミ
》
９
旨
‐

４
う
３
。
・

目
ウ
○
》
ご
雪
ゞ
己
や
５
Ｃ
ｌ
軒

②
吉
元
信
行
氏
は
「
物
質
概
念
の
大
乗
ア
ビ
ダ
ル
マ
的
分
析
Ｉ
色
調

と
変
壊
Ｉ
」
（
『
大
谷
学
報
』
六
二
’
一
、
昭
五
七
年
）
に
お
い
て
、

従
来
一
般
に
「
変
壊
」
と
理
解
さ
れ
て
い
た
曽
喝
四
口
四
（
昌
噌
目
）

の
語
に
「
苦
悩
」
の
意
味
の
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
拙
論

は
吉
元
氏
の
論
文
に
示
唆
・
啓
発
を
受
け
た
。
拙
論
で
取
り
扱
う
問

題
も
援
用
し
た
資
料
も
同
氏
の
論
文
と
共
通
す
る
部
分
が
多
い
。
し

か
し
同
氏
と
は
理
解
を
異
に
す
る
点
も
あ
り
、
主
題
に
対
す
る
取
り

組
み
方
も
全
同
で
は
な
い
。

③
砲
門
の
己
は
昌
喝
四
陣
に
８
胃
ｑ
①
×
①
ｅ
・
噌
片
①
、
の
８
』
冒
俳
ゞ

目
巳
①
昇
呂
の
訳
語
を
与
え
て
い
る
。

④
国
．
句
目
．
目
〕
や
患
、
》
レ
ウ
胃
．
弓
当
士
．

⑤
こ
の
意
味
は
『
入
阿
毘
達
磨
論
」
桜
部
建
博
士
訳
（
「
大
谷
大
学

研
究
年
報
』
Ｚ
。
．
届
、
忌
訊
）
固
昌
霞
、
『
五
事
毘
婆
沙
論
』
（
大
二

八
・
九
八
九
Ｃ
）
に
も
見
ら
れ
る
。

⑥
触
対
変
壊
と
方
所
示
現
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
語
は
不
明
で
あ
る

が
、
‐
陣
且
富
己
博
士
は
ｍ
冨
儲
の
ロ
④
目
冨
冒
と
冒
且
①
附
口
四

目
冨
層
を
当
て
る
（
国
且
冒
昌
》
起
喜
ミ
盲
君
言
畠
Ｓ
ミ
ミ
・
ミ
Ｓ
ｅ

堅
堕
騒
苫
叱
邑
》
○
嵐
斗
さ
昌
唇
、
包
謹
、
包
含
富
昌
急
慧
島
、
鼻
の
四
国
は
ロ
』
戸
①
庁
Ｐ
岸
や
画
Ｃ
』

や
巴
。
ま
た
目
冨
息
の
こ
の
二
義
は
『
琉
伽
師
地
論
』
に
も
認

め
ら
れ
る
。
即
ち
「
此
変
擬
義
復
有
二
種
。
一
手
等
所
触
便
変
壊
義
。

二
方
処
差
別
種
種
相
義
」
（
大
三
○
・
六
○
八
Ｃ
）

⑦
衿
の
＆
・
》
陣
且
冨
口
や
弓
》
＆
こ
の
呂
冨
］
①
（
《
国
潰
目
①
昌
蔚

時
○
日
吾
①
シ
ワ
丘
昼
白
胃
目
四
＄
目
ロ
８
色
ぐ
ゅ
旦
降
困
侭
ｐ
》
．
］
○
日
口
巴

旦
夢
①
画
○
日
ご
口
『
国
３
口
ｏ
丘
閃
昌
昌
缶
巴
秒
武
○
ｍ
○
国
①
ｑ
、
ｚ
肋
．

ぐ
巳
．
鴎
』
］
置
己
や
９
．

③
上
杉
「
阿
毘
達
磨
集
論
の
有
色
・
無
色
説
に
つ
い
て
」
「
印
仏
研

究
』
第
二
六
巻
第
一
号
、
弓
．
笛
や
罷
切

⑨
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
の
註
釈
伊
①
鴨
忌
Ｈ
肩
且
憩
呂
○
ｍ
目
９
国

晶
冒
四
目
蕨
廿
○
匡
凰
９
℃
○
ず
農
侭
印
も
四
宮
む
ぽ
昌
○
窃
冨
鴨
．
や
や

闇
Ｐ
（
大
谷
大
学
チ
ベ
ッ
ト
蔵
外
文
献
目
録
ｚ
○
．
Ｓ
Ｅ
Ｓ
＄
ご
ｌ

雷
電
に
よ
る
。
彼
の
註
釈
は
要
点
を
的
確
に
示
し
、
整
理
し
て
い

る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
他
に
プ
ト
ン
の
註
釈
。
ｇ
の
目
ｇ
ｐ
ｇ

丙
口
ｐ
旨
い
再
口
印
も
⑳
官
目
四
目
肩
四
凸
凰
目
四
宮
信
＆
圏
①
Ｈ
ｍ
ｐ
の
の

ご
騨
冨
（
プ
ト
ソ
全
集
第
二
巻
所
収
）
を
参
照
し
た
。
こ
れ
は
有

部
、
経
部
の
学
説
を
照
介
・
対
比
さ
せ
、
特
に
「
倶
舎
論
』
か
ら
の

引
用
が
ひ
ん
ぱ
ん
で
あ
り
、
大
部
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

⑩
「
雑
集
論
述
記
』
「
喜
集
色
者
即
是
前
自
性
等
諸
門
喜
受
等
心
積
二

集
諸
色
圭
此
色
従
愛
等
心
所
集
故
名
喜
集
」
（
巻
六
、
三
八
八
右
下
）

⑪
冒
胃
眉
目
Ｐ
の
語
は
瞬
庶
言
．
隠
巴
に
見
ら
れ
る
が
、
鈩
弄
ご

（
口
．
や
臼
と
は
そ
れ
を
胃
い
§
胤
目
ゅ
（
指
示
す
る
こ
と
）
色
ぐ
ゅ
‐

９
号
四
国
四
（
了
解
せ
し
め
る
こ
と
）
と
説
明
し
て
い
る
。

⑫
プ
ト
ン
註
「
五
誼
が
手
な
ど
で
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
憂
い

な
ど
に
よ
り
、
次
第
の
如
く
悩
壊
す
る
か
ら
」
ｅ
・
麗
喪
）

⑬
⑮
乃
至
⑳
は
色
調
の
み
で
な
く
、
五
源
の
全
て
に
該
当
す
る
差
別

で
あ
り
、
『
集
諭
』
「
三
法
品
」
の
最
後
（
『
阿
毘
達
磨
雑
集
論
』
第

五
巻
、
大
三
二
・
七
一
七
ａ
）
に
お
い
て
瀧
・
界
・
処
の
差
別
法
と

し
て
再
出
し
て
い
る
。
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