
本
書
の
著
者
、
上
田
博
士
は
、
多
年
の
唯
識
学
研
究
の
成
果
を
蹄
え
つ

つ
、
「
繊
大
乗
論
講
義
」
の
論
題
の
も
と
に
京
都
女
子
学
園
佛
教
文
化
研

究
所
の
『
研
究
紀
要
』
誌
上
に
お
い
て
、
そ
の
創
刊
号
（
昭
和
四
六
年
二
月
）

以
来
、
長
年
に
わ
た
っ
て
『
攝
大
乗
論
』
の
講
義
を
ご
発
表
に
な
り
、
同

誌
上
に
は
ま
た
「
擶
大
乗
論
ノ
ー
ト
」
を
も
ご
発
表
に
な
っ
て
、
後
学
に

対
し
て
『
攝
大
乗
論
』
を
中
心
と
す
る
琉
伽
唯
識
佛
教
思
想
に
つ
い
て
も

啓
発
下
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
こ
こ
に
改
め
て
述
今
へ
る
ま
で
も
な
い
。
筆
者

も
『
紀
要
』
の
発
刊
を
楽
し
み
に
し
つ
つ
、
そ
の
都
度
そ
の
講
義
を
何
度

も
読
み
返
し
て
は
ご
高
見
の
一
端
に
接
し
、
『
攝
大
乗
論
』
の
理
解
に
参

考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
そ
の
一
人
で
あ
る
が
、
こ
の
度
、
ご
要
職

に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
講
義
に
加
筆
さ
れ
、
更
に
未
刊
の
部
分
を
も

加
え
て
、
本
書
な
る
姿
に
纒
め
て
下
さ
れ
た
こ
と
に
先
ず
謝
意
を
表
し
た

い
。
本
書
は
、
主
に
『
攝
大
乗
論
』
第
二
章
「
応
知
勝
相
品
」
（
所
知
相

書
評
・
紹
介

上
田
義
文
著

「
攝
大
乗
論
講
読
」

片
野
道
雄

品
）
全
文
に
対
す
る
講
読
で
あ
り
、
特
に
、
そ
の
真
諦
訳
本
論
並
び
に
真

諦
訳
世
親
釈
を
中
心
と
し
て
第
二
章
の
解
明
に
取
り
組
ま
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
講
義
を
補
う
意
味
か
ら
と
思
わ
れ
る
が
、
巻
末

に
は
、
本
論
第
九
章
第
十
章
所
説
の
若
干
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
後
学
を
益
す
る
こ
と
の
多
大
で
あ
る
こ
と
も
改
め
て
述
尋
へ
る
ま
で
も

な
い
。本

書
の
、
第
二
章
を
特
に
選
ば
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
本
書
「
序
」

に
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
主
に
二
点
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
伝
統
的

な
理
解
の
一
つ
と
し
て
、
『
攝
大
乗
論
』
の
唯
識
説
は
い
わ
ゆ
る
如
来
蔵

縁
起
説
を
根
本
と
す
る
と
せ
ら
れ
る
に
つ
い
て
、
宇
井
伯
寿
博
士
は
、
近

代
的
な
研
究
方
法
に
よ
る
学
的
基
礎
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

埜
礎
の
中
心
を
な
し
て
い
る
も
の
は
「
真
妄
の
二
分
よ
り
成
る
依
他
性
と

し
て
の
本
識
」
と
い
う
思
想
に
あ
る
、
と
し
、
し
か
し
、
宇
井
博
士
と
同

じ
よ
う
に
『
攝
大
乗
論
』
第
二
章
を
真
諦
訳
世
親
釈
に
従
っ
て
解
読
し
た

に
も
拘
ら
ず
、
か
か
る
学
的
基
礎
に
も
と
づ
く
、
本
論
所
説
の
三
性
説
に

対
す
る
宇
井
博
士
の
解
釈
と
は
基
本
的
に
違
う
も
の
が
あ
り
、
そ
の
点
を

明
確
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
度
改
め
て
、
本
論
第
二
章
の
文
煮
句
煮
を
真

諦
訳
世
親
釈
に
よ
っ
て
解
明
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
『
攝
大
乗
論
」
の
三
性

説
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
た
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
ま
た
、
第
二
の
理
由
と
し
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
点
と
も

関
連
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
「
礁
伽
行
派
の
唯
識
説
は
、
今
日
国
の
内

外
を
問
わ
ず
、
一
般
に
観
念
論
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
人
盈
の
そ

う
い
う
理
解
の
根
本
に
は
、
唯
識
説
は
ア
ラ
ヤ
識
と
い
う
根
本
識
が
転
変

し
て
一
切
法
が
そ
れ
か
ら
現
わ
れ
出
る
と
説
く
説
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
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あ
る
」
と
し
て
、
著
者
の
お
考
え
で
は
、
弓
攝
大
乗
論
』
で
は
第
一
品
で

ア
ラ
ャ
識
を
詳
細
に
説
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
唯
識
無
境
と
い
う

主
張
の
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
唯
識
無
境
と
い
う
主
張
は
第
二

品
で
三
性
説
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
三
性
説
は

真
妄
和
合
の
依
他
性
を
中
心
と
す
る
も
の
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
、

こ
の
三
性
説
に
よ
る
唯
識
無
境
説
は
『
大
乗
起
信
論
』
の
よ
う
な
如
来
蔵

縁
起
説
と
は
全
く
別
の
思
想
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
三
性
説
に
は
識
が
転
変

し
て
相
分
が
識
か
ら
現
わ
れ
る
と
い
う
『
成
唯
識
論
」
の
よ
う
な
考
え
が

成
立
す
る
余
地
も
全
く
な
」
い
と
せ
ら
れ
、
三
性
説
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う

に
唯
識
無
境
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
、
唯
識
無
境
説
が
観
念
論
で
は
な
く

し
て
、
そ
れ
は
如
何
な
る
思
想
で
あ
る
か
、
そ
の
根
本
の
構
造
を
解
明
せ

ら
れ
よ
う
と
す
る
意
図
に
基
づ
い
て
第
二
章
を
選
ば
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

従
っ
て
、
本
書
は
、
か
か
る
唯
識
説
の
根
本
思
想
に
取
り
組
ま
れ
た
も
の

で
あ
り
、
且
つ
、
多
年
に
わ
た
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
著
者
の
秀
れ
た
識
見
に

よ
っ
て
洞
察
さ
れ
、
後
学
の
た
め
に
解
明
下
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
こ
に
そ
の
一
端
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

さ
て
、
本
書
は
、
『
攝
大
乗
論
』
第
二
章
の
始
め
か
ら
順
次
精
細
な
る

講
述
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
、
真
諦
訳
に
よ
っ
て
理

解
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
諸
訳
対
照
は
も
と
よ
り
「
唯
識
三
十
頌
』
、
そ
の
安

慧
釈
、
或
い
は
「
成
唯
識
論
』
『
中
辺
分
別
論
」
な
ど
の
所
説
と
比
較
検

討
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
論
の
趣
意
を
顕
わ
に
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
講
述
を
せ
ら
れ
る
に
先
立
ち
、
本
論
の
諸
問
題
と
関
連
し
た
思
想
に

二

つ
い
て
、
「
序
論
・
方
法
論
」
に
お
い
て
著
者
の
基
本
姿
勢
が
披
瀝
さ
れ

て
い
る
。
既
往
の
労
作
の
中
特
に
二
篇
を
提
示
し
て
、
そ
れ
ら
二
篇
に
お

い
て
『
成
唯
識
論
』
の
唯
識
説
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
た
世
親
独
自
の
唯

識
説
を
解
明
す
る
基
礎
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
せ
ら
れ
、
そ
れ
ら

の
方
法
論
に
関
す
る
二
論
文
に
よ
っ
て
齋
ら
さ
れ
た
、
世
親
の
唯
識
説
と

し
て
確
定
さ
れ
た
も
の
を
三
点
に
纒
め
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
視
点
は

「
攝
大
乗
論
』
に
関
す
る
真
諦
訳
が
無
着
、
世
親
の
趣
意
に
そ
う
も
の
か

ど
う
か
、
検
討
さ
れ
る
場
合
の
基
準
と
せ
ら
れ
て
、
本
書
と
し
て
は
、
本

講
読
全
体
を
通
じ
て
、
真
諦
訳
本
論
並
び
に
世
親
釈
は
そ
れ
ら
を
精
読
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
正
さ
し
く
前
上
の
確
定
さ
れ
た
視
点
と
相
通
ず
る
思
想

を
背
景
と
し
て
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
一
貫
し
て
講
述
せ
ら
れ
て

お
り
、
真
諦
訳
の
上
に
展
開
す
る
如
き
琉
伽
唯
識
説
が
世
親
の
趣
意
を
伝

え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の

意
味
か
ら
も
、
世
親
唯
識
説
の
基
本
思
想
と
し
て
著
者
の
上
に
確
定
さ
れ

た
も
の
の
要
約
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
三
点
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
前
提
条

件
と
も
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
も
の

は
「
依
他
性
は
縁
生
（
有
）
で
あ
る
と
と
も
に
空
で
あ
る
」
こ
と
に
集
約

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
三
点
の
中
、
著
者
自
ら
も
っ
と
も
重
視
さ

れ
て
い
る
の
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

依
他
性
と
分
別
性
と
は
能
縁
と
所
縁
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
こ
の

場
合
の
依
他
性
は
、
浄
と
不
浄
と
の
二
分
か
ら
成
る
も
の
で
は
な
く

て
、
縁
生
（
従
っ
て
「
有
」
）
と
い
う
意
味
の
依
他
性
で
あ
り
、
分
別

性
は
「
恒
無
」
ま
た
は
「
永
無
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
縁

生
と
い
う
意
味
の
依
他
性
は
識
（
虚
妄
分
別
Ｉ
能
縁
）
を
意
味
し
、
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「
無
」
と
言
わ
れ
る
分
別
性
が
、
そ
れ
の
所
縁
で
あ
る
。
従
っ
て
能

縁
（
識
）
と
所
縁
（
境
）
と
の
関
係
は
有
と
無
と
の
関
係
で
あ
る
と

い
澪
っ
こ
と
に
な
る
。
（
本
書
、
四
頁
）

右
の
見
解
は
そ
の
他
の
諸
論
考
に
お
い
て
も
窺
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

曾
て
長
尾
雅
人
博
士
が
上
田
博
士
の
唯
識
説
に
関
す
る
三
篇
の
論
考
に
言

及
す
る
と
い
う
方
法
で
、
「
唯
識
義
の
基
盤
と
し
て
の
三
性
説
」
（
『
鈴
木
学

術
財
団
研
究
年
報
』
四
、
一
九
六
七
、
同
博
士
著
『
中
観
と
唯
識
』
所
収
）
を
ご
発

表
に
な
り
、
そ
れ
に
因
ん
で
上
田
博
士
が
「
長
尾
雅
人
教
授
に
対
す
る
お

答
え
」
（
京
都
女
子
学
園
仏
教
文
化
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
創
刊
号
、
所
収
）
を

「
攝
大
乗
論
講
義
日
」
と
併
せ
て
発
表
さ
れ
た
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
記
憶

に
新
し
い
。
両
論
文
に
お
い
て
、
共
に
述
寒
へ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
唯
識

思
想
の
理
解
の
仕
方
に
根
本
的
な
相
異
の
あ
る
こ
と
を
述
懐
せ
ら
れ
た
こ

と
が
思
い
起
さ
れ
る
が
、
碩
学
の
佛
教
思
想
の
理
解
に
対
す
る
厳
し
さ
を

今
更
な
が
ら
改
め
て
ま
の
あ
た
り
に
す
る
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
。

本
書
「
序
論
」
で
は
更
に
、
．
般
に
唯
識
説
の
根
本
の
主
張
は
『
識
の

境
は
識
よ
り
ほ
か
に
実
在
す
る
も
の
で
は
な
く
て
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
』

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
の
意
味
が
世
親
の
『
三
十
頌
』
と
『
成

唯
識
論
』
と
の
間
に
お
い
て
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
」
。
「
世
親
の
説
と

し
て
確
定
し
た
も
の
に
お
い
て
は
、
識
の
境
が
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言

っ
た
と
き
、
そ
れ
は
識
（
能
縁
昏
の
、
８
〕
‐
）
が
見
て
い
る
所
の
境
（
所
縁

昏
①
い
①
①
固
）
は
、
そ
れ
を
見
て
い
る
識
（
吾
①
⑫
の
①
Ｈ
）
自
身
に
ほ
か
な
ら
な

い
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
「
成
唯
識
論
」
の
説
で
は
、
識
の
境
は
そ
の

識
自
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
識
の
境
は
識
が
転
変

し
て
現
れ
た
識
の
相
分
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
相
分
は

識
の
所
変
と
し
て
識
を
離
れ
た
も
の
（
識
の
外
の
も
の
）
で
は
な
い
と
い

う
意
味
で
、
そ
れ
は
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う

の
が
『
成
唯
識
論
』
の
解
釈
で
あ
る
」
（
本
吉
、
五
頁
）
と
述
》
へ
、
本
論
の

玄
英
訳
は
『
成
唯
識
論
』
の
傾
向
に
あ
る
と
し
て
、
真
諦
訳
の
『
攝
大
乗

論
」
及
び
世
親
釈
は
識
（
能
縁
Ｉ
依
他
性
）
と
境
（
所
縁
Ｉ
分
別
性
）
と

の
関
係
の
中
に
『
成
唯
識
諭
』
に
い
う
よ
う
な
「
識
体
転
似
分
」
と
い
う

転
変
の
思
想
は
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
、
分
別
性
（
無
）
な
る
境
は
識
（
能

識
）
の
ほ
か
に
な
く
、
識
と
境
と
は
一
体
で
あ
り
、
こ
の
一
体
に
お
い
て

有
る
も
の
は
識
の
み
で
あ
っ
て
、
境
は
無
で
あ
る
（
以
上
取
意
、
本
書
、
六

頁
）
、
と
も
解
説
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
依
他
性
と
分
別
性
（
遍

計
所
執
性
）
と
の
関
係
に
よ
る
唯
識
無
境
三
性
説
の
理
解
の
仕
方
は
、
本

書
の
最
も
特
色
と
す
る
と
こ
ろ
と
も
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
『
捌
大
乗
論
』
第
二
章
の
冒
頭
の
言
葉
に
基
づ
い

て
、
依
他
性
と
は
、
ア
ー
ラ
ャ
識
を
種
子
と
す
る
虚
妄
分
別
所
摂
と
し
て

の
（
虚
妄
な
る
分
別
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
き
の
）
急
蔵
名
威
で
あ
っ
て
、

島
冒
耳
目
目
国
罰
に
し
て
非
有
、
虚
妄
な
る
外
境
（
煙
再
冒
）
が
顕
現

し
て
い
る
も
の
（
本
書
「
得
知
せ
ら
れ
る
」
と
意
訳
、
一
八
頁
）
の
よ
り
ど
こ
ろ

（
胤
国
忍
）
で
あ
り
、
そ
し
て
、
分
別
性
（
遍
計
所
執
性
）
と
は
、
外
境
が

無
で
あ
る
の
に
、
島
目
耳
目
昇
国
風
が
外
境
と
し
て
顕
現
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
、
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
そ
れ
ら
冒
頭
の
所
説

に
つ
い
て
宇
井
博
士
の
解
説
に
言
及
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
の
纒
め
と
し

て
「
依
他
性
は
識
で
あ
っ
て
、
識
る
も
の
（
昌
副
冒
騨
）
で
あ
り
、
妄
分

別
す
る
も
の
（
ぐ
房
己
君
）
で
あ
る
。
分
別
性
は
そ
の
識
に
よ
っ
て
取
ら
れ

（
唱
習
雷
）
、
識
ら
れ
（
昌
蔵
①
茜
）
、
妄
分
別
さ
れ
た
（
ぐ
房
煙
管
国
）
も
の

53



で
あ
る
」
（
三
五
頁
）
と
い
う
理
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
経
験

世
界
の
現
象
的
な
能
取
所
取
と
し
て
の
現
実
と
し
て
、
依
他
性
は
能
識
、

能
縁
、
能
取
、
分
別
性
は
所
識
、
所
縁
、
所
取
と
い
う
側
面
に
お
い
て
見

ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
書
で
は
本
論
の
「
依
他
性
が
所

分
別
念
胃
時
巴
冨
騨
）
で
あ
る
」
（
本
書
、
七
、
一
七
二
頁
）
と
い
う
個
所
に

対
す
る
講
述
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
所
分
別
の
一
切
法
は
そ
れ

を
分
別
し
て
い
る
識
自
身
（
依
他
性
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
、

依
他
性
と
分
別
性
と
の
関
係
の
上
に
、
唯
識
無
境
性
が
顕
わ
と
せ
ら
れ
よ

』
フ
と
し
て
い
る
。

本
書
は
、
前
上
の
条
項
に
関
す
る
本
論
の
諸
訳
に
つ
い
て
、
玄
英
訳

に
伝
え
る
も
の
は
真
諦
訳
及
び
チ
尋
ヘ
ッ
ト
訳
と
違
っ
て
い
る
と
せ
ら
れ
る

（
本
書
、
一
七
三
’
一
七
四
頁
）
が
、
筆
者
に
は
玄
英
訳
の
「
相
」
あ
る
い
は

「
又
」
の
訳
語
が
そ
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な

く
、
そ
れ
ら
三
訳
共
に
そ
の
趣
意
と
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
原
文
の
姿
を
伝

え
て
い
る
の
で
な
い
か
と
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
無
性

釈
に
、
依
他
起
性
が
所
遍
計
で
あ
る
と
は
そ
れ
（
依
他
起
性
）
の
一
分
が

眼
等
の
境
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
、
と
あ
る
の
は
、
す
で
に
無
性
に
お
い

て
護
法
（
「
成
唯
識
論
』
）
と
同
じ
考
え
方
が
現
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
」
（
本
書
、
一
七
五
頁
）
と
述
今
へ
て
お
ら
れ
る
が
、
無
性
の
い
う
「
そ
れ

〔
依
他
起
性
〕
の
一
分
」
の
．
分
」
は
チ
尋
ヘ
ッ
ト
訳
号
》
］
唇
冒
鳴

合
、

唄
飼
か
ら
①
富
Ｉ
ｇ
３
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ｇ
攪
四
』
餌
日
切
Ｐ

の
「
分
」
の
意
味
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
の
こ
と
を
も
考
慮

に
入
れ
て
こ
の
無
性
釈
の
一
文
を
理
解
す
る
と
き
、
そ
れ
は
依
他
性
か
ら

眼
等
の
境
（
ぐ
続
煙
菌
）
あ
る
い
は
依
他
性
の
所
取
な
る
側
面
が
顕
わ
れ
出

た
も
の
と
い
う
点
に
よ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
本
論
第
二
章
冒
頭
に
も
説

か
れ
る
、
依
他
性
そ
の
も
の
に
し
て
、
所
分
別
（
所
遍
計
）
の
よ
り
ど
こ

ろ
（
鼠
日
制
）
と
し
て
の
、
あ
る
全
体
と
し
て
の
依
他
性
の
置
か
れ
る
場
所
．

立
場
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
無
性
釈
の
チ
書
ヘ
ッ
ト
訳
の
み
に
伝
え
る

偶
頌
、
即
ち
「
分
別
に
よ
っ
て
分
別
さ
れ
る
も
の
が
遍
計
所
執
性
（
分
別

性
）
で
あ
る
。
分
別
は
依
他
起
で
あ
り
、
そ
れ
の
空
性
は
円
成
実
（
真
実

性
）
で
あ
る
」
（
拙
著
『
唯
識
思
想
の
研
究
』
、
六
四
頁
参
照
。
併
せ
て
そ
の
直
前

の
無
性
釈
や
、
同
四
三
’
四
四
頁
に
見
ら
れ
る
無
性
釈
な
ど
も
参
見
さ
れ
た
い
）
と

い
う
言
葉
な
ど
を
併
せ
て
考
察
す
る
と
き
、
無
性
の
所
説
も
、
分
別
さ
れ

る
も
の
が
依
他
性
よ
り
他
に
何
か
あ
る
の
で
は
な
い
が
、
凡
夫
に
お
い
て

分
別
さ
れ
る
、
そ
の
あ
る
姿
こ
そ
が
依
他
性
に
お
け
る
分
別
性
で
あ
る
、

と
い
う
思
想
内
容
の
上
に
解
説
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
本
書
に
お
い
て
は
依
他
性
と
分
別
性
と
の
関
係
を
見
る
上
に
相

分
見
分
の
思
想
が
重
要
視
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
書
の
解
明
せ

ら
れ
て
い
る
三
性
説
の
構
造
、
特
に
依
他
性
と
分
別
性
と
の
関
係
に
お
け

る
依
他
性
は
、
先
述
す
る
如
く
ぐ
筒
①
苫
に
対
す
る
皇
勵
ロ
圏
で
あ
り
、

見
分
、
能
縁
、
あ
る
い
は
能
取
の
側
面
と
し
て
の
識
そ
の
も
の
と
し
て
理

解
せ
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
依
他
性
と
い
う
も
の
が
能
縁
能
識
な
る
も

の
と
し
て
固
執
し
理
解
せ
ら
れ
よ
う
と
す
る
と
、
そ
こ
に
は
唯
識
と
し
て

の
島
目
ロ
ゅ
（
識
ら
し
め
る
は
た
ら
き
）
そ
の
も
の
の
内
容
が
や
や
歪
曲

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
唯
識
無
境
と
し
て
示

さ
れ
る
そ
の
島
副
旨
四
が
『
攝
大
乗
論
』
で
は
『
唯
識
二
十
論
』
と
同
じ

よ
う
に
ぐ
笥
砦
は
（
識
ら
し
む
る
も
の
、
記
識
、
表
識
）
で
あ
り
、
『
瀧

大
乗
論
』
に
於
け
る
依
他
性
の
内
容
で
あ
る
急
減
名
陣
の
展
開
と
し
て
、

54



こ
こ
に
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
十
一
の
己
甘
砦
陣
を
掲
げ
て
、

十
八
界
の
顕
現
を
語
る
と
共
に
、
そ
れ
ら
十
一
の
乱
茸
畠
量
は
ま
た
、

『
荘
厳
経
論
、
一
や
「
中
辺
分
別
論
』
に
三
種
三
種
の
顕
現
、
四
種
の
所
取

能
取
の
顕
現
が
説
か
れ
る
如
く
、
内
容
的
に
は
所
取
能
取
の
顕
現
と
い
う

こ
と
に
も
な
ろ
う
（
本
書
、
三
○
’
三
四
頁
参
照
）
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
説
か

れ
る
依
他
性
な
る
所
取
能
取
と
し
て
の
急
威
名
陣
の
顕
現
の
世
界
は
そ
の

こ
と
を
も
っ
て
島
副
口
四
そ
の
も
の
の
内
容
を
よ
り
顕
わ
に
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
唯
識
性
の
建
立
の
所
述
（
本
書
、
二
三
’

二
四
、
一
三
九
’
一
四
三
頁
参
照
）
に
お
い
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
島
目
‐

己
は
そ
の
も
の
に
し
て
、
相
（
ョ
目
芹
３
）
と
見
（
目
臥
四
国
四
）
と
を
伴
う

ご
言
眉
陸
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
ら
乱
甘
名
威
‐

日
興
国
威
の
思
想
は
能
取
な
る
急
減
眉
威
よ
り
所
取
な
る
ご
首
眉
威
が
、

或
い
は
能
識
よ
り
所
識
が
顕
わ
れ
出
る
と
か
、
形
成
さ
れ
る
と
い
う
観
念

論
に
基
づ
く
も
の
で
も
な
く
、
琉
伽
行
と
し
て
の
観
察
を
通
じ
て
、
見
・

相
を
伴
う
ａ
蔵
眉
は
そ
の
も
の
の
如
実
な
る
態
、
即
ち
依
他
性
そ
の
も

の
の
世
界
を
語
ろ
う
と
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
書
で
は
、
分
別
性
は
依
他
性
（
能
縁
）
の
所
縁
で
あ
る
、

と
い
う
。
分
別
性
に
つ
い
て
本
書
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
真
諦
訳

に
は
「
実
に
塵
有
る
こ
と
無
く
唯
だ
識
体
有
る
の
み
な
る
に
顕
現
し
て
塵

と
為
る
、
是
れ
を
分
別
性
相
と
名
づ
く
」
（
本
書
、
三
五
頁
参
照
）
」
と
伝
え
て

い
る
。
チ
毒
ヘ
ッ
ト
訳
も
同
様
に
「
外
境
（
胃
昏
幽
）
が
無
で
あ
る
の
に
、

ぐ
筒
砦
武
目
弾
国
薗
が
外
境
な
る
も
の
（
胃
昏
沙
威
１
９
響
四
）
と
し
て
顕

現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
の
「
外
境
な
る
も
の
」
と
は
世

親
釈
に
も
説
明
し
て
い
る
如
く
「
虚
妄
な
る
外
境
」
で
あ
り
、
「
我
な
き

も
の
が
我
と
し
て
顕
現
せ
る
も
の
」
（
以
上
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
よ
る
）
を
言
う
の

で
あ
る
か
ら
、
所
取
能
取
の
分
別
と
し
て
の
顕
わ
れ
な
る
く
笥
箸
武
ゞ
あ

る
い
は
、
ぐ
言
習
旨
と
し
て
の
依
他
起
に
し
て
、
唯
識
無
境
な
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ご
笥
習
色
あ
る
い
は
皇
冒
言
な
る
顕
現
と
は
別
体
視
さ

れ
た
も
の
、
即
ち
「
外
境
な
る
も
の
と
し
て
の
顕
現
」
、
世
親
釈
に
い
う

「
所
取
な
る
も
の
と
し
て
の
顕
現
」
（
真
諦
訳
「
似
有
為
識
所
取
」
）
、
所

謂
、
識
が
対
象
的
に
所
取
能
取
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
世
界
、
そ
の

世
界
が
分
別
性
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
か
か
る

且
馴
口
四
と
か
ぐ
苗
眉
武
の
顕
現
と
い
う
如
実
な
る
態
に
無
知
無
明
な

る
が
故
に
、
我
執
我
所
執
せ
ら
れ
て
戯
論
と
し
て
あ
る
態
（
妄
分
別
せ
ら

れ
た
す
が
た
）
が
分
別
性
の
世
界
と
し
て
語
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
、

琉
伽
行
唯
識
の
展
開
と
し
て
は
、
分
別
性
の
世
界
は
そ
の
言
葉
の
示
す
よ

う
に
、
妄
分
別
せ
ら
れ
た
（
冒
叶
時
煙
管
３
）
世
界
で
あ
り
、
虚
仮
妄
想
の

世
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
世
界
は
如
実
に
は
依
他
性
に
ほ
か
な

ら
な
く
、
分
別
性
の
世
界
の
寂
滅
と
し
て
、
依
他
性
そ
の
も
の
に
お
い
て
、

そ
の
外
境
な
る
も
の
の
相
（
冨
厨
息
凹
）
が
根
本
的
に
（
畢
寛
じ
て
）
無
な

る
真
実
性
（
円
成
実
性
）
の
世
界
が
開
顕
せ
ら
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ

う
。
以
上
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
い
て
、
依
他
性
と
分
別
性
と
の
関
係
に

つ
い
て
、
聡
伽
行
唯
識
の
入
無
相
の
思
想
的
立
場
か
ら
そ
の
三
性
の
構
造

が
観
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
分
別
性
の
世
界
（
所
分
別
）
は
唯
識
の
世
界

（
依
他
性
）
に
他
な
ら
な
く
、
本
書
に
特
に
高
揚
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
依

他
性
と
分
別
性
と
の
関
係
が
能
縁
所
縁
、
或
い
は
、
能
分
別
所
分
別
、
識

と
境
と
い
う
関
係
と
し
て
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
他
方
、
本
論
に

語
る
そ
の
三
性
説
の
構
造
と
し
て
は
、
先
述
す
る
如
く
依
他
性
は
依
他
性

F声
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「
攝
大
乗
論
』
に
お
け
る
『
解
深
密
経
』
の
経
文
の
引
用
と
し
て
真
諦

訳
は
、

譽
如
依
面
見
面
、
謂
我
見
影
、
此
影
顕
現
相
似
面
定
心
亦
爾
、
顕

現
似
塵
謂
異
定
心
。

と
伝
え
て
い
る
（
本
書
、
七
○
頁
参
照
）
。
そ
れ
に
対
し
て
チ
ベ
ッ
ト
訳
か
ら

は
、
「
例
え
ば
、
〔
鏡
の
中
に
〕
す
が
た
つ
）
目
冨
】
『
弓
四
』
鴨
一
］
螺
）
に
よ

っ
て
縁
が
作
ら
れ
て
、
す
が
た
な
る
も
の
（
宮
〕
三
〕
年
う
国
』
噌
巨
暢
冨
〔
一
）
が

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
影
像
（
買
目
目
目
ｇ
）
を
見
る
、
と
い
う
よ
う

に
考
え
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
か
の
巨
冒
目
と
こ
の
冒
鼻
ご
目
冒
な

と
し
て
、
分
別
性
の
能
所
の
世
界
を
超
え
た
分
別
・
識
そ
の
も
の
の
世
界

を
、
分
別
性
は
分
別
性
と
し
て
、
妄
分
別
せ
ら
れ
た
分
別
性
そ
の
も
の
の

世
界
を
語
る
側
面
を
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
、
能
縁
所

縁
と
い
う
能
所
の
関
係
に
よ
る
理
解
の
仕
方
は
か
か
る
三
性
の
思
想
構
造

を
暖
昧
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
な
お
、
本
書
三
六
頁
九
行
目
「
に
所
依
が
」
は
「
が
畢
党
じ
て
」
の

意
味
に
訂
正
す
尋
へ
き
と
思
う
。
チ
、
ヘ
ッ
ト
訳
哩
騨
匡
冒
＆
冒
凱
菖
目
。

本
書
三
七
頁
世
親
釈
（
真
諦
訳
）
の
引
用
文
の
中
の
「
亦
」
は
次
の
文
節

と
の
間
に
入
る
。
そ
の
他
、
一
七
、
一
八
、
四
五
、
五
四
、
五
五
、
八
○
、

一
三
九
頁
な
ど
に
引
用
さ
れ
て
い
る
真
諦
訳
に
脱
字
、
増
字
、
一
五
五
頁

一
四
行
目
の
「
（
」
、
二
六
七
頁
一
六
行
目
「
学
界
」
（
学
果
）
な
ど
訂

正
す
零
へ
き
個
所
が
散
見
さ
れ
る
が
、
決
し
て
本
書
刊
行
の
意
味
を
損
う
も

の
で
は
な
い
。
）

三

る
顕
わ
れ
と
は
異
な
る
外
境
（
胃
昏
四
）
と
し
て
顕
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と

同
じ
よ
う
に
、
か
く
の
如
く
生
じ
て
い
る
か
の
心
も
亦
そ
の
〔
三
味
の
行

境
の
〕
中
で
異
な
る
外
境
と
し
て
顕
わ
れ
て
い
る
」
と
理
解
さ
れ
る
。
本

書
で
は
真
諦
訳
の
「
面
」
を
「
鏡
面
」
の
意
味
に
理
解
し
て
講
述
せ
ら
れ

て
い
る
が
（
七
○
、
七
一
頁
及
び
二
六
一
頁
参
照
）
、
真
諦
訳
と
チ
ベ
ッ
ト
訳
と

を
対
照
す
る
と
き
、
真
諦
訳
に
見
ら
れ
る
第
一
番
目
と
第
三
番
目
の
「
面
」

は
匡
日
ｇ
に
、
第
二
番
目
の
「
面
」
は
宮
日
冨
さ
煙
に
基
づ
く
と
思
わ

れ
る
。
宮
冒
ｇ
に
つ
い
て
の
一
用
例
と
し
て
「
入
梧
伽
経
」
に
お
い
て

チ
ベ
ッ
ト
訳
に
目
①
］
○
口
廻
国
印
圃
］
畠
苫
Ｑ
園
』
』
ず
Ｑ
畠
哩
鴨
自
照
丙
豈

鳴
侭
の
耳
目
ロ
と
い
う
。
巨
樹
以
下
に
相
当
す
る
梵
文
は
ゆ
く
四
営
目
ｇ
‘

冒
呉
号
冒
９
９
（
ｚ
①
且
○
》
や
曽
菖
．
扇
）
で
あ
っ
て
、
冨
日
ｇ
と
い
う

語
は
種
倉
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
本
論
の
そ
の
個
所
に

対
す
る
無
性
釈
に
も
§
９
口
Ｐ
鴨
凋
の
辱
］
ぬ
働
冒
埼
凰
唱
冨
旨

罫
口
匿
胃
蔚
ロ
ロ
閉
日
①
ざ
口
伝
印
○
甥
も
Ｐ
》
］
ロ
四
口
Ｑ
ロ
号
副
・
曾
国
冒

罰
四
口
鴨
口
鴨
弓
段
四
口
目
昏
○
国
回
○
段
四
日
・
ロ
』
侭
も
騨
笥
⑳
①
目
印
訂
く
と

チ
ベ
ッ
ト
訳
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
「
顔
面
」
を
指
示
す
る

「
す
が
た
」
の
意
味
で
は
な
い
か
と
思
う
。
同
じ
く
『
拐
伽
経
』
の
他
の

個
所
（
ｚ
曾
且
５
》
や
麗
息
ミ
ー
固
程
息
．
ｅ
や
『
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
Ｉ
』

に
お
い
て
も
「
鏡
面
」
で
は
な
く
し
て
「
す
が
た
」
の
意
味
に
よ
っ
て

豆
冒
冒
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
因
み
に
、

本
論
の
そ
の
個
所
に
お
い
て
チ
ベ
ッ
ト
訳
と
漢
訳
諸
本
と
を
対
照
す
る
と
、

巨
冒
宮
に
対
し
て
面
（
真
、
笈
）
、
自
面
（
笈
）
、
像
（
扇
）
、
質
（
玄
）
、

巨
日
ｇ
き
い
に
相
当
す
る
漢
訳
は
面
（
真
）
、
影
（
笈
）
、
像
（
扇
）
、
本
質

（
玄
）
、
官
胃
旨
日
ｇ
に
は
影
（
真
、
笈
）
、
像
（
扇
）
、
影
像
（
玄
）
が
見
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ら
れ
ゞ
本
論
の
依
他
性
に
つ
い
て
の
八
誉
の
下
の
世
親
釈
に
お
い
て
は
、

宮
日
ｇ
に
対
し
て
影
（
真
）
、
像
（
笈
Ｎ
影
像
（
玄
）
、
巨
日
ｇ
茸
四
に
対

し
て
影
（
真
）
、
像
（
笈
）
、
影
像
（
玄
）
、
冒
呉
ご
目
ｇ
に
対
し
て
面
相
（
真
）
、

自
面
（
笈
）
、
本
質
（
玄
）
、
無
性
釈
で
は
、
唱
品
の
詩
琶
ｇ
ｇ
猷
巨
》
鴇
侭
、

汽
冒
唖
凶
ｇ
に
相
当
す
る
語
に
対
し
て
、
質
、
鴨
巨
鳴
耳
目
目
に
対
し

て
、
影
、
影
像
、
３
国
ｇ
ｇ
ｇ
に
対
し
て
本
質
、
な
る
訳
語
が
見
ら

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
チ
、
、
ヘ
ッ
ト
訳
を
基
準
と
し
て
対
照
す
る
限
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
漢
訳
に
苦
慮
の
跡
が
窺
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

以
上
、
本
書
が
極
め
て
精
細
な
考
察
に
基
づ
く
本
論
第
二
、
九
、
十
章

の
講
読
に
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
非
礼
を
顧
み
ず
そ
の
一
端
を
紹
介
し
た
に

す
ぎ
ず
、
ま
た
、
若
干
の
拙
い
所
感
を
申
し
述
べ
る
に
止
ま
っ
た
。
筆
者

自
身
、
思
わ
ぬ
誤
解
を
な
し
て
い
る
の
で
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
ご

叱
正
を
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
れ
ば
こ
の
上
な
き
幸
で
あ
る
。
な
お
、
本
論
第

二
章
に
関
連
す
る
労
作
と
し
て
、
先
年
に
は
、
第
二
章
の
真
諦
訳
を
中
心

と
す
る
漢
蔵
対
照
研
究
の
成
果
、
研
究
篇
資
料
篇
か
ら
成
る
岩
田
諦
静
著

『
初
期
唯
識
思
想
研
究
』
（
昭
和
五
六
、
二
、
大
東
出
版
社
）
が
刊
行
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
心
積
り
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
余
裕
も

な
く
、
こ
こ
で
は
本
書
と
併
せ
て
一
言
ご
紹
介
申
し
添
え
た
い
。

（
昭
和
五
六
年
二
月
、
春
秋
社
、
Ａ
５
版
三
二
六
頁
、
四
○
○
○
円
）
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