
阿
毘
達
磨
佛
教
に
お
け
る
言
語
の
研
究
に
は
二
つ
の
方
向
が
あ

る
↑
と
考
え
る
。
一
つ
に
は
‐
「
言
葉
と
は
何
か
」
を
問
う
方
向
、

即
ち
言
葉
の
本
質
を
尋
ね
る
方
向
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
言
葉

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
認
識
さ
れ
て
い
る
世
界
の
あ
り
方
、
即
ち
言

葉
に
よ
る
思
考
の
内
容
を
問
う
方
向
で
あ
る
。
前
者
の
方
向
で
は
、

「
名
・
句
・
文
」
が
研
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
＄
後
者
の
方
向
で

は
、
「
言
依
」
、
「
施
設
」
な
ど
が
研
究
の
対
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

琉
伽
行
派
は
言
葉
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
世
界
、
言
葉
に
よ
る

思
考
内
容
の
虚
妄
性
を
強
調
し
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
世
界
認
識
に

精
魂
を
傾
む
け
た
。
「
名
言
惠
習
」
と
言
い
、
「
名
字
不
可
得
」

と
言
う
の
も
、
言
葉
を
介
し
た
世
界
認
識
を
否
定
し
よ
う
と
す
る

阿
毘
達
磨
佛
教
の
言
語
論

１
名
・
句
・
文
１

序

意
図
の
現
わ
れ
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
拒
絶
さ
れ
る
「
言
葉
」
と
は
一
体
何

で
あ
る
の
か
。
琉
伽
行
派
の
理
論
に
接
し
て
生
ず
る
こ
の
疑
問
は
、

一
見
素
朴
な
が
ら
、
案
外
重
大
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
た
か
も
、

大
乗
佛
教
各
派
が
否
定
し
去
っ
た
「
有
」
と
は
一
体
何
か
が
、
重

①

大
問
題
で
あ
り
、
し
か
も
見
す
ご
さ
れ
て
い
る
如
く
に
Ｉ
。

さ
て
、
阿
毘
達
磨
で
、
名
目
目
四
・
句
ｇ
３
．
文
国
風
ご
四
国
四

は
心
不
相
応
行
日
詐
四
‐
ぐ
ぢ
Ｈ
昌
巳
声
融
‐
３
９
の
圃
国
の
中
に
摂
さ
れ

て
い
る
。
『
倶
舎
論
』
あ
る
い
は
『
順
正
理
論
』
中
に
く
り
返
さ

れ
て
い
る
有
部
と
経
部
と
の
間
の
数
多
く
の
対
論
の
中
で
も
、
と

り
わ
け
心
不
相
応
行
法
の
実
在
を
め
ぐ
る
対
論
に
は
、
多
大
の
精

力
が
つ
い
や
さ
れ
て
い
る
。
名
・
句
・
文
に
関
し
て
も
例
外
で
な

い
０

上

杉
宣
明

1，戸
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こ
の
小
論
で
は
、
有
部
と
経
部
と
の
対
論
を
た
ど
り
な
が
ら
、

有
部
の
主
張
す
る
名
・
句
・
文
に
つ
い
て
調
零
へ
、
言
葉
の
本
質
を

さ
ぐ
っ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
有
部
の
名
・
句
・
文
の
定
義
を
倶
舎
論
及
び
順
正
理
論
に

よ
っ
て
見
て
い
こ
う
。
倶
舎
論
で
は
偶
で
名
・
句
・
文
を
次
の
よ

う
に
定
義
し
て
い
る
。

名
身
な
ど
は
想
と
文
章
と
音
素
と
の
総
説
で
あ
る
。

口
倒
目
色
丙
剖
倒
・
凹
固
農
閏
目
百
割
‐
ご
鼻
昌
望
場
四
国
‐
の
色
目
ロ
再
凹
『
農

（
シ
属
や
ｇ
）

名
身
等
所
謂
想
章
字
総
説

さ
ら
に
長
行
に
お
い
て
、

想
を
つ
く
る
こ
と
＄
且
目
‐
富
国
目
が
名
で
あ
る
。
た

と
え
ば
色
、
声
と
い
う
如
き
で
あ
る
。
履
悶
ｐ
ｇ
）

名
謂
作
想
。
如
レ
説
二
色
声
香
味
等
想
記

句
と
は
文
章
で
あ
る
。
そ
れ
は
意
味
を
完
全
に
表
現
す
る

だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
「
諸
行
は
実
に
無
常
で

あ
る
」
な
ど
と
い
う
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
動
作
・

性
質
・
時
の
特
殊
な
関
係
が
知
ら
れ
る
。
念
属
も
．
雪
）

句
者
謂
章
。
詮
し
義
究
寛
。
如
レ
説
二
諸
行
無
常
等
幸
昂
或

能
弁
二
了
業
用
・
徳
・
時
相
応
差
別
宅
此
章
称
し
句
。

文
と
は
音
素
で
あ
る
。
た
と
え
ば
四
》
凶
な
ど
の
如
き
で

あ
る
。
（
鈩
民
勺
雪
）

文
者
謂
字
。
如
レ
説
二
哀
阿
壱
伊
等
字
↓

次
に
順
正
理
論
を
見
て
み
よ
う
。
順
正
理
論
一
四
巻
は
倶
舎
論
と

同
じ
偶
を
も
っ
て
名
・
句
・
文
を
定
義
し
て
い
る
が
、
長
行
で
は

次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

想
謂
、
於
レ
法
分
別
、
取
著
、
共
所
二
安
立
一
宇
所
発
想
。
即

是
眼
耳
瓶
衣
車
等
。
如
レ
是
想
身
即
名
身
。
謂
眼
耳
等
。
（
大

二
九
・
四
一
三
上
）

章
謂
章
弁
。
世
論
者
釈
、
是
弁
無
尽
、
帯
二
差
別
一
昊
能

究
寛
弁
二
所
し
欲
し
説
義
垂
即
是
福
招
二
楽
異
熟
一
等
。
如
レ
是
章

身
即
是
句
身
。
（
同
）

字
謂
、
衷
阿
壱
伊
等
字
。
如
レ
是
字
身
即
是
文
身
。
謂
迦

怯
伽
等
。
（
同
）

②

名
の
考
察
か
ら
始
め
よ
う
。
名
は
言
語
の
中
心
を
な
す
か
ら
。

③

倶
舎
論
で
は
、
偶
に
お
い
て
名
は
想
茜
且
鼠
と
さ
れ
、
長
行
で

は
想
を
つ
く
る
こ
と
閨
量
目
‐
菌
３
９
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

辞
書
を
見
る
と
＄
且
目
に
は
確
か
に
名
前
、
名
辞
、
名
称
な
ど

の
訳
語
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
想
の
語
は
言
葉
を
意
味
す
る
様

灸
な
語
と
並
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
発
智
論
一

の旬
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巻
（
大
三
？
九
二
○
中
）
大
毘
婆
沙
論
一
四
巻
（
大
二
七
・
七
○
下
）

に
「
云
何
多
名
身
、
答
、
多
名
号
、
異
語
、
増
語
、
想
、
等
想
、

仮
施
設
」
と
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
想
を
安
易
に

こ
れ
ら
の
言
葉
を
意
味
す
る
様
灸
な
語
の
一
つ
と
考
え
て
通
り
す

ぎ
て
し
ま
え
ば
、
私
達
は
永
遠
に
言
葉
の
理
解
に
達
し
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
＄
且
目
☆
胃
眉
四
を
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
日
旨
台
目
＆
と
訳

し
＄
ま
た
昌
鼠
○
日
拝
国
が
そ
れ
を
ロ
倒
日
且
ロ
暑
四
』
と
釈
し
て
い

て
も
、
今
は
そ
れ
ら
を
採
る
ゞ
へ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
名

前
」
あ
る
い
は
「
名
前
を
つ
け
る
こ
と
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
、
と
い
う
こ
と
が
間
わ
る
ゞ
へ
き
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
倶
舎
論
が
名
を
想
と
定
義
し
た
こ
と
は
重
大
で
あ
る
。

＄
且
目
‐
冨
国
目
を
玄
奨
が
「
作
想
」
と
訳
し
た
よ
う
に
、
私
達

も
ま
た
名
は
想
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
踏
み
止
ま
り
、
そ
こ
か
ら

考
察
を
開
始
す
、
へ
き
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
想
と
は
何
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
名
と
、

あ
る
い
は
言
葉
と
か
か
わ
り
合
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

園
鼠
○
日
詳
国
は
こ
の
の
四
目
百
割
］
畠
局
眉
四
を
一
旦
は
揖
倒
日
凹
‐

Ｑ
房
租
と
釈
し
な
が
ら
も
、
更
に
分
析
を
お
こ
た
っ
て
は
い
な
い
。

彼
は
困
且
目
‐
富
国
ｇ
を
次
の
二
様
に
説
明
し
て
い
る
。

仙
想
を
つ
く
る
こ
と
が
作
想
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
想

と
い
う
心
所
法
が
つ
く
ら
れ
、
生
じ
る
。
３
自
首
身
鼻
冨
‐

想
は
名
を
つ
く
る
、
と
い
う
関
係
か
ら
考
察
し
て
い
こ
う
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
想
と
は
何
か
。
阿
含
・
’
一
カ
ー
ヤ
中
で
想
は

根
・
境
・
識
の
三
者
の
和
合
か
ら
生
じ
る
色
想
乃
至
法
想
の
六
想
、

あ
る
い
は
六
触
所
生
の
想
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
想
は

佛
教
徒
に
と
り
最
も
基
本
的
な
心
理
的
意
味
で
理
解
さ
れ
る
、
へ
き

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
想
と
は
今
の
場
合
で
も
、
根
・
境
・
識
の

三
者
が
接
触
し
た
場
合
に
、
心
中
に
現
わ
れ
る
心
像
で
あ
る
。
ま

た
心
が
生
じ
る
時
に
は
心
像
を
心
中
に
映
出
す
る
作
用
が
あ
り
、

片
四
国
虫
ロ
］
の
四
］
ご
－
コ
割
１
戸
⑳
吋
沙
岸
官
Ｐ
員
｝
・
昌
曾
］
ゆ
ゆ
四
目
一
．
凶
○
四
洋
画
望
昌
応
○

。
旨
い
貝
巨
画
ロ
丙
働
く
四
命
①
斗
凹
ロ
ぐ
凹
計
の
．

。
Ｌ
Ｌ
ｔ

②
あ
る
い
は
想
が
ま
さ
し
く
つ
く
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

作
想
で
あ
る
。
留
日
言
劃
く
ゆ
く
図
畠
愚
息
骨
の
四
且
目
‐
冨
国
‐

口
Ｐ
目
．
（
鈩
属
ご
閨
も
．
儲
ｃ

こ
こ
に
は
ま
ず
最
初
に
、
想
が
心
所
法
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。
閨
鼠
○
日
詳
国
は
想
を
、
言
葉
を
意
味
す
る
語
の
一
様
と
し
て

通
り
す
ぎ
て
は
い
な
い
。
ま
た
こ
こ
に
は
、
名
と
想
と
の
関
係
が

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
二
種
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に

は
、
名
は
想
を
つ
く
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
に
は
逆
に
、
想
は
名

を
つ
く
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
関
係
が
あ
る
。

ﾆニ
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④

こ
の
取
像
の
作
用
も
ま
た
想
で
あ
る
。

こ
の
心
像
は
対
象
そ
の
も
の
の
写
し
Ｉ
た
と
え
ば
鏡
像
や
写

真
の
よ
う
な
Ｉ
で
は
な
い
。
想
は
「
対
象
の
相
を
取
る
」
（
“
四
目
‐

冒
四
３
日
旨
蝕
ｐ
ｐ
目
箇
箇
目
④
‐
昌
日
拝
８
括
国
ロ
：
少
悶
．
ロ
豊
》
困
冒
首
画

く
］
憩
冨
‐
ロ
自
民
ｃ
猛
国
富
冒
昌
国
冒
謹
圃
固
閏
）
と
言
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
相
日
日
拝
冨
を
取
る
こ
と
（
取
像
）
で
あ
り
、
ま
た

そ
の
取
ら
れ
た
像
が
想
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
「
こ

れ
は
青
で
あ
る
」
、
「
こ
れ
は
黄
で
あ
る
」
な
ど
と
取
像
す
る
。
対

象
の
特
質
日
日
拝
菌
を
知
覚
し
、
そ
の
対
象
の
像
を
「
青
で
あ
る
」

「
黄
で
あ
る
」
と
明
確
に
す
る
作
用
が
想
の
作
用
で
あ
り
、
そ
の

取
像
さ
れ
映
し
出
さ
れ
た
内
容
も
ま
た
想
と
言
わ
れ
る
。
（
但
し
、

そ
の
取
像
が
正
確
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
想
に
と
り
問
題

で
は
な
い
。
取
像
の
正
誤
は
識
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
案
山
子

を
見
て
「
人
で
あ
る
」
と
想
を
起
す
こ
と
も
あ
る
・
Ｑ
・
ぐ
尉
日
・
患
い

シ
巴
．
日
》
扁
巴
対
象
と
想
（
取
ら
れ
た
心
像
）
と
の
間
に
は
大
き
な

差
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
青
で
あ
る
」
と
取
像
す
る
場
合
を
考

え
て
み
よ
う
。
対
象
の
青
、
即
ち
現
実
の
青
に
は
明
度
・
彩
度
・

色
相
な
ど
多
種
多
様
な
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
「
青
で
あ

る
」
と
取
像
さ
れ
、
心
中
に
映
し
出
さ
れ
る
時
、
す
な
わ
ち
想
と

し
て
の
青
に
は
そ
の
よ
う
な
多
様
性
は
な
い
。
そ
の
「
青
」
は
、

黄
で
も
な
く
、
赤
で
も
な
く
、
他
の
様
々
な
色
と
対
立
し
、
自
分

を
「
青
」
と
し
て
他
か
ら
際
立
た
せ
区
別
さ
せ
て
い
る
が
、
現
実

の
青
の
持
つ
一
切
の
具
体
性
を
捨
象
し
た
、
い
わ
ば
純
一
な
「
冑
」

で
あ
る
。

現
実
の
事
物
の
世
界
は
人
に
と
り
、
永
久
に
混
質
・
混
沌
の
世

界
で
あ
る
。
現
実
の
事
物
界
に
は
長
も
短
も
、
大
も
小
も
、
怨
も

親
も
な
い
。
あ
る
の
は
た
だ
混
質
・
混
沌
と
し
た
事
物
だ
け
、
現

象
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
人
は
事
物
界
の
一
部
と
し
て

事
物
と
と
も
に
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
人
は
事
物
と
同
化

し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
こ
に
は
主
観
と
客
観
の
分
化
も

生
じ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
人
が
事
物
を
感
知
し
、
そ
れ
を
心
に

映
し
出
す
と
き
、
人
は
事
物
の
世
界
と
決
別
し
、
そ
れ
と
対
立
す

る
。
主
客
の
分
化
が
始
ま
っ
て
い
る
。
心
の
取
像
作
用
に
よ
り
、

混
質
・
混
沌
の
世
界
が
青
・
黄
、
長
・
短
、
男
・
女
、
怨
・
親
、

苦
・
楽
な
ど
（
国
．
シ
属
軍
鯉
）
と
し
て
人
に
顕
出
す
る
。
そ
の
混

質
・
混
沌
の
世
界
は
想
と
し
て
取
像
さ
れ
、
主
観
的
秩
序
！
そ

れ
は
未
だ
知
的
思
考
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
が
ｌ
が
与

え
ら
れ
、
こ
う
し
て
は
じ
め
て
事
物
の
世
界
は
人
の
内
に
と
り
込

ま
れ
、
人
の
世
界
と
な
る
。
人
の
内
的
世
界
は
混
質
・
混
沌
の
世

界
で
は
な
く
＄
あ
る
種
の
統
一
‐
勿
論
そ
れ
は
個
人
個
人
に
よ

っ
て
異
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
を
保
っ
て
い
る
。
そ
こ
で

は
事
物
は
心
像
と
し
て
顕
出
す
る
が
、
そ
の
心
像
は
、
た
と
え
ば
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想
と
し
て
の
「
青
」
の
よ
う
に
、
純
一
性
Ｉ
こ
れ
も
ま
た
個
人

個
人
で
相
違
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
土
を
持
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
想
の
持
つ
こ
の
よ
う
な
純
一
性
こ
そ
は
言
葉
の
世
界

に
通
じ
る
唯
一
の
道
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
想
は
ど
の
よ
う
に
し
て
名
と
な
る
の
か
。
こ
れ
を
考

察
す
る
こ
と
は
、
名
の
本
質
を
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

順
正
理
論
一
四
巻
に
、
名
が
作
用
の
面
か
ら
次
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
て
い
る
。

⑤

名
者
謂
、
随
、
帰
赴
、
召
。
如
三
語
声
之
所
二
帰
赴
一
如
し
是

如
是
於
二
自
性
中
一
名
皆
随
逐
、
呼
．
召
於
レ
彼
毛
（
大
二
九
・

三
一
三
上
）

こ
こ
で
注
目
す
、
へ
き
は
、
．
名
が
自
性
の
ぐ
§
ほ
り
ｐ
に
随
逐
し
、
自

性
を
呼
召
す
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
阿

毘
達
磨
集
諭
や
成
唯
識
論
に
も
見
ら
れ
る
。
即
ち
、

諸
法
の
自
性
を
表
現
す
る
こ
と
ｇ
号
目
ぐ
圏
巨
ぐ
Ｐ
８
ｐ
煙

に
名
身
を
仮
立
す
る
。
（
炉
の
ロ
旨
）

名
は
自
性
を
詮
す
。
（
成
唯
識
論
二
巻
）

名
は
自
性
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

名
と
事
物
（
義
）
、
即
ち
言
葉
の
世
界
と
事
物
の
世
界
と
の
相
違
を

私
達
に
知
ら
せ
て
く
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
私
は
今
、
自
室
の
机
に
向
っ
て
こ
の
原
稿
を
害
い

⑥

て
い
る
。
私
が
「
机
」
と
言
っ
た
時
、
私
は
〈
つ
く
え
〉
と
い
う

名
を
使
用
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
〈
つ
く
え
〉
と
い
う
名
は
、

決
し
て
私
の
使
用
し
て
い
る
机
そ
の
も
の
を
言
い
表
わ
し
て
は
い

な
い
。
私
の
机
は
現
実
に
あ
る
多
種
多
様
な
机
の
一
つ
で
あ
る
が
、

〈
つ
く
え
〉
と
言
っ
て
も
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
ん
な
机
で
あ
る
か

は
聞
く
者
、
あ
る
い
は
読
者
に
は
わ
か
ら
な
い
。
〈
つ
く
え
〉
と

い
う
名
で
聞
く
者
、
あ
る
い
は
読
者
が
思
い
う
か
〒
へ
る
の
は
Ｉ

も
し
〈
つ
く
え
〉
と
い
う
名
を
知
っ
て
い
る
な
ら
Ｉ
た
と
え
ば
、

そ
の
上
で
書
い
た
り
読
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
物
を
置
い
た
り
す
る

平
ら
な
台
と
で
も
言
う
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
机
に
共
通
す
る
机
の

性
と
し
て
の
机
で
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
な
形
も
大
き
さ
も
材
質

も
一
切
捨
象
し
た
純
一
な
机
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
〈
つ
く
え
〉

と
い
う
名
に
よ
っ
て
私
達
が
思
い
う
か
ゞ
へ
る
も
の
は
、
あ
る
い
は

名
を
主
体
に
し
て
言
え
ば
、
〈
つ
く
え
〉
と
い
う
名
が
呼
称
し
表

現
す
る
も
の
は
、
椅
子
や
本
な
ど
か
ら
区
別
さ
れ
る
机
と
し
て
の

自
己
の
在
り
方
、
す
な
わ
ち
自
性
で
あ
る
。
こ
の
自
性
は
事
物
の

個
々
の
具
体
性
に
関
与
し
な
い
が
、
具
体
性
を
一
切
捨
象
し
て
い

る
が
故
に
、
逆
に
現
実
の
あ
ら
ゆ
る
机
に
通
じ
る
普
遍
性
を
持
っ

て
い
る
。
路
傍
の
木
の
切
り
株
も
、
時
に
は
〈
つ
く
え
〉
と
言
い

う
る
の
は
、
こ
の
普
遍
性
に
よ
る
。
〈
つ
く
え
〉
と
い
う
名
が
表

現
す
る
の
は
具
体
的
な
形
・
材
質
な
ど
の
一
切
を
捨
象
し
た
純
一
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に
し
て
、
か
つ
あ
ら
ゆ
る
机
に
通
じ
る
普
遍
的
な
机
、
す
な
わ
ち

机
の
自
性
で
あ
る
。
こ
こ
に
事
物
の
世
界
と
言
葉
の
世
界
と
の
差

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
物
の
世
界
は
混
質
的
・
差
別
的
で

あ
る
が
、
言
葉
の
世
界
は
純
一
・
普
遍
的
で
あ
る
。

｝
」
の
よ
う
に
事
物
の
混
質
・
差
別
の
世
界
と
言
葉
の
純
一
。
普

遍
の
世
界
と
の
間
に
は
大
き
な
差
が
あ
る
が
、
そ
の
差
は
自
然
に

う
め
ら
れ
、
自
然
に
交
換
さ
れ
移
項
さ
れ
う
る
差
で
は
な
い
。
そ

れ
に
は
転
換
が
必
要
で
あ
り
、
飛
躍
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
混

質
的
・
差
別
的
な
事
物
の
世
界
を
転
換
し
、
純
一
・
普
遍
的
な
言

葉
の
世
界
に
結
晶
化
す
る
能
力
こ
そ
は
、
言
語
能
力
の
本
質
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
過
程
に
お
い
て
決
定
的
役
割
を
演
じ
て
い
る
の

が
想
で
あ
る
。

再
び
く
つ
く
え
〉
と
い
う
名
を
例
に
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

私
が
自
分
の
机
を
〈
つ
く
え
〉
と
い
う
名
で
言
い
表
わ
す
時
、
私

は
自
分
の
机
か
ら
直
接
的
に
〈
つ
く
え
〉
と
い
う
名
を
つ
く
っ
た

の
で
は
な
く
、
私
は
ま
ず
心
中
に
「
机
」
と
い
う
想
を
つ
く
り
、

次
に
そ
の
想
を
〈
つ
く
え
〉
と
名
称
化
し
た
の
で
あ
る
。
私
の
机

は
現
実
に
あ
る
多
種
多
様
な
机
の
一
つ
で
あ
る
が
、
心
中
の
「
机
」

の
想
に
は
具
体
的
な
机
の
姿
は
な
い
。
私
は
自
分
の
机
の
大
き
さ

や
形
な
ど
の
具
体
性
を
す
べ
て
捨
象
し
て
い
る
。
私
の
心
中
に
は

純
一
な
机
、
机
の
自
性
と
し
て
の
「
机
」
の
想
の
み
が
あ
り
、
そ

⑦

の
「
机
」
の
想
を
く
つ
〉
〈
く
〉
く
え
〉
と
い
う
音
素
（
文
）
の
連
続

で
シ
ン
ボ
ル
化
し
、
名
称
化
し
、
〈
つ
く
え
〉
と
い
う
名
を
つ
く
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
現
実
の
机
の
一
つ
を
直
接
的
に
〈
つ
く

え
〉
と
言
っ
た
の
で
は
な
い
。
現
実
の
事
物
と
し
て
の
机
と
〈
つ

く
え
〉
と
い
う
名
の
間
に
は
、
「
机
」
と
い
う
想
が
あ
り
、
そ
の

想
を
と
お
し
て
現
実
の
机
は
名
の
〈
つ
く
え
〉
へ
転
換
さ
れ
、
結

晶
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
想
Ｉ
純
一
性
を
離
れ
て
名
は
あ
り

え
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
順
正
理
論
の
名
の
説
明
今
於
レ
法
分

別
、
取
著
、
共
所
二
安
立
一
字
所
し
発
想
」
大
二
九
・
四
一
三
上
）
は
こ
の

間
の
経
過
を
よ
く
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
名
は
想
の
も
つ
純
一
性

を
音
素
と
い
う
音
の
単
位
に
よ
っ
て
シ
ン
ボ
ル
化
し
た
も
の
で
あ

る
故
に
、
純
一
性
を
有
し
、
ま
た
そ
の
純
一
性
の
故
に
、
一
切
に

通
じ
る
普
遍
性
を
有
す
る
。

こ
の
よ
う
に
想
を
離
れ
て
名
は
あ
り
え
な
い
。
従
来
、
研
究
者

に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
が
、
職
伽
行
派
の
論
害
が
こ

ぞ
っ
て
、
想
に
言
葉
を
発
す
る
は
た
ら
き
を
認
め
て
い
る
の
は
正

当
で
あ
り
、
有
部
の
阿
毘
達
磨
よ
り
も
考
察
は
一
層
進
ん
で
い
る

と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
阿
毘
達
磨
集
論
一
巻
（
大
三
一
・
六
六
三

中
）
に
は
、想

瀧
何
相
。
鱗
了
相
是
想
相
。
謂
、
由
〃
想
故
、
構
．
画
種

種
諸
法
像
類
《
随
下
所
二
見
聞
覚
知
一
之
義
蜂
起
二
諸
言
説
↓
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と
あ
り
、
ま
た
琉
伽
師
地
論
三
巻
（
大
三
○
・
二
九
一
中
）
に
は
、

想
作
二
何
些
主
調
、
於
二
所
縁
《
令
三
心
発
司
起
種
種
言
説
一

為
し
業
。

と
あ
り
、
ま
た
同
五
五
巻
（
大
三
○
・
六
○
一
下
）
に
も
、

想
為
二
何
業
↓
謂
、
於
二
所
縁
《
令
二
心
彩
画
言
説
一
為
し
業
。

と
あ
る
。
顕
揚
聖
教
論
三
巻
（
大
三
一
・
四
八
一
上
）
に
は
、

想
者
謂
、
名
句
文
身
惠
習
為
し
縁
、
従
二
阿
頼
耶
種
子
一
所
⑫

生
、
依
レ
心
所
レ
起
、
与
レ
心
倶
転
相
応
、
取
レ
相
為
し
体
、
発
二

言
議
｝
為
し
業
。

成
唯
識
論
三
巻
（
大
三
一
・
二
下
）
に
は
、

想
謂
、
於
レ
境
取
レ
像
為
し
性
、
施
。
設
種
女
名
言
一
為
し
業
。

謂
要
安
。
立
境
分
斉
相
《
方
能
随
割
起
種
々
名
言
記

と
あ
る
。

混
質
。
差
別
の
事
物
の
世
界
で
は
、
人
は
外
的
世
界
と
同
化
し
、

そ
の
一
部
で
し
か
な
い
が
、
外
的
世
界
を
取
像
し
、
そ
れ
故
、
秩

序
化
し
純
一
化
す
る
時
、
人
の
内
的
世
界
は
開
か
れ
て
く
る
。
そ

ロ
ゴ
ス

れ
は
言
語
の
世
界
の
幕
開
き
で
も
あ
る
。
「
始
め
に
言
葉
あ
り
き
」

は
こ
の
意
味
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
想
が
名
を
つ
く
る
と
い
う
の
は
、
想
に
よ
っ

て
混
質
的
・
差
別
的
な
事
物
の
世
界
を
転
換
し
、
純
一
。
普
遍
的

な
言
葉
の
世
界
へ
結
晶
化
す
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

名
が
想
を
つ
く
る
、
と
い
う
関
係
も
言
葉
に
と
り
重
要
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
特
に
言
葉
を
思
考
や
コ
ミ
『
一
ニ
ヶ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具

と
し
て
実
際
に
使
用
す
る
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
た
と
え
ば
聡
伽

師
地
論
五
巻
（
大
三
○
・
三
一
○
中
）
に
は
「
名
為
し
先
故
想
転
、
想

為
レ
先
故
語
転
。
由
し
語
故
随
二
見
聞
覚
知
一
起
二
諸
言
説
｜
」
と
あ
り
、

ま
た
同
諭
三
八
巻
（
大
三
○
・
五
○
一
上
）
に
も
．
切
法
名
為
し
先

故
想
、
想
為
レ
先
故
説
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
名
↓
想
↓
発
話
と

い
う
関
係
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
名
が
思
考
・
伝
達
の
道

具
と
し
て
使
用
さ
れ
、
発
話
と
い
う
言
語
活
動
が
起
っ
て
く
る
機

構
を
示
し
て
い
る
。

言
葉
こ
そ
は
人
と
動
物
と
を
分
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
人
は

考
え
る
葦
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
が
、
私
達
は
言
葉
を
使
用
し
て

思
考
を
行
な
っ
て
い
る
。
言
葉
な
し
に
思
考
活
動
が
可
能
か
否
か

は
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
言
葉
が
な
か
っ
た
と

し
た
ら
、
人
の
思
考
は
今
ほ
ど
の
深
遠
に
は
至
ら
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
私
達
は
、
新
し
い
言
葉
を
修
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分

の
思
考
が
拡
大
す
る
こ
と
を
現
に
経
験
す
る
し
、
ま
た
、
日
常
使

用
す
る
言
葉
が
、
そ
の
人
の
思
考
様
式
や
気
質
、
人
格
に
ま
で
影

響
を
及
ぼ
す
例
も
知
っ
て
い
る
。
教
育
の
重
要
さ
が
叫
ば
れ
る
の

三
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も
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。

し
か
し
、
宗
教
的
意
味
で
職
伽
行
派
は
言
葉
に
よ
る
思
考
の
誤

謬
性
・
限
界
性
を
力
説
す
る
。
世
間
的
意
味
で
は
言
葉
に
よ
る
思

考
は
確
か
に
人
の
世
界
を
拡
げ
る
が
、
そ
れ
が
逆
に
人
を
世
間
に

縛
る
こ
と
に
も
な
る
。
出
世
間
を
目
指
す
宗
教
に
と
っ
て
、
そ
れ

は
逆
に
束
縛
と
な
っ
て
く
る
。
佛
教
で
は
言
葉
に
よ
る
思
考
は

く
房
巴
團
（
分
別
）
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
が
こ
と
さ
ら
「
妄
分
別
」

「
虚
妄
分
別
」
と
訳
さ
れ
、
否
定
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
理
由
に
よ

づ
（
〕
Ｏ

さ
て
、
名
か
ら
想
へ
の
関
係
は
先
に
述
べ
た
想
か
ら
名
へ
の
関

係
の
反
対
を
考
え
れ
ば
よ
い
。
想
か
ら
名
へ
の
関
係
と
は
、
想
を

介
し
て
事
物
の
世
界
を
言
葉
の
世
界
へ
転
換
す
る
こ
と
を
言
っ
た

が
、
今
度
は
逆
に
言
葉
の
世
界
か
ら
事
物
の
世
界
へ
の
転
換
で
あ

る
。
こ
の
場
合
も
想
を
介
し
て
お
り
、
想
な
し
に
は
行
な
わ
れ
な

い
。
た
と
え
ば
、
〈
つ
く
え
〉
と
い
う
名
は
決
し
て
直
接
的
に
あ

る
一
つ
の
机
を
指
し
示
し
て
い
な
い
。
名
の
〈
つ
く
え
〉
が
表
わ

す
も
の
は
、
話
者
と
聞
き
手
の
間
に
心
像
と
し
て
喚
起
さ
れ
る
机

の
自
性
で
あ
る
。
名
は
こ
の
想
を
起
す
故
に
、
ど
の
よ
う
な
机
を

も
指
し
示
し
う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
事
物
の
世
界
と
言
葉
の
世
界
と
を
相
互
に
転
換

す
る
能
力
こ
そ
は
言
語
能
力
の
本
質
で
あ
り
、
こ
こ
に
私
達
は
言

葉
の
本
質
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
名
に
と
っ
て
想
は
不
可
欠
で
あ
り
、
想
を
離
れ

て
名
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
想
が
そ
の
ま
ま
で
名
で
あ
る
の
で

は
な
く
、
想
が
音
素
（
文
）
に
よ
っ
て
シ
ン
ボ
ル
化
さ
れ
た
も
の
が

名
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
名
と
は
音
素
に
よ
っ
て
シ
ン
ボ
ル
化

さ
れ
た
想
で
あ
る
。
こ
れ
を
衆
賢
は
「
字
所
発
の
想
」
と
言
っ
た
。

し
か
も
後
で
詳
説
す
る
よ
う
に
、
有
部
は
「
机
」
の
想
と
〈
つ
く

え
〉
と
い
う
（
く
つ
〉
〈
く
〉
く
え
〉
と
い
う
音
素
か
ら
成
っ
て
い
る
）
名

と
の
対
応
関
係
は
慣
習
的
・
窓
意
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
（
「
共
所

安
立
」
）
と
考
え
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
名
は
人
の
発
話
に
先
行

し
て
存
在
す
る
、
即
ち
個
人
の
存
在
と
は
別
に
実
在
す
る
と
主
張

す
る
。今

ま
で
の
考
察
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
阿
毘
達
磨
の
言
語
論
に

は
様
々
な
要
素
が
集
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
こ
こ
で
ま
と
め

て
お
こ
う
。
入
阿
毘
達
磨
論
上
巻
（
大
二
八
・
九
八
一
下
）
に
は
想

卜
ト
ト
ヲ

を
定
義
し
て
「
能
仮
。
合
相
名
義
一
解
」
と
あ
り
、
ま
た
同
論
下
巻

（
大
二
八
・
九
八
八
上
）
に
は
、
「
然
四
種
法
似
同
一
相
、
一
声
、
二

名
、
三
義
、
四
智
」
と
あ
り
、
声
と
名
と
義
と
智
と
の
四
つ
が
よ

く
似
て
い
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
言
葉
に
関
し

て
、
義
、
名
、
相
、
想
、
智
、
声
と
い
う
六
つ
の
要
素
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
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ま
ず
、
義
と
は
言
葉
の
「
意
味
」
と
誤
解
さ
れ
や
す
い
が
、
言

葉
に
関
す
る
限
り
義
と
は
言
葉
が
指
し
示
さ
ん
と
す
る
対
象
の
事

物
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
義
と
は
、
言
葉
の
世
界
（
名
）
に
対
す
る
事

物
の
世
界
を
意
味
す
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
義
は
混
質
的
・
差
別

的
で
あ
る
。

そ
の
義
と
対
立
す
る
の
が
名
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
葉
の
世
界
を

意
味
す
る
。
名
は
純
一
・
普
遍
的
で
あ
る
。

相
と
は
先
に
見
た
（
第
二
節
）
順
正
理
論
一
四
巻
、
阿
毘
達
磨
集

論
、
成
唯
識
諭
の
名
の
説
明
中
に
説
か
れ
て
い
た
自
性
と
同
じ
で

あ
ろ
う
。
相
（
自
性
）
と
は
言
葉
（
名
）
が
伝
え
る
も
の
、
す
な
わ
ち

言
葉
の
「
意
味
」
で
あ
る
。
言
葉
の
「
意
味
」
と
は
事
物
そ
の
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
話
者
と
聞
き
手
と
の
間
に
相
互
に
喚
起
さ

れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ぱ
く
つ
く
え
〉

と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
私
達
が
思
い
う
か
べ
る
と
こ
ろ
の
、
た
と

え
ば
「
そ
の
上
で
読
ん
だ
り
書
い
た
り
、
あ
る
い
は
物
を
置
い
た

り
す
る
平
ら
な
台
‐
一
と
で
も
言
う
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
机
に
共
通

想
と
は
心
中
に
思
い
う
か
、
へ
ら
れ
た
相
（
自
性
）
で
あ
る
。
逆
に

言
え
ば
相
は
想
の
内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
想
が
義
を
名
へ
、

あ
る
い
は
ま
た
名
を
義
へ
転
換
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
義
に
対
し

て
そ
の
相
（
自
性
）
を
想
い
う
か
。
へ
想
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

り
す
る
平
ら
な
台
」

す
る
自
性
で
あ
る
。

義
を
名
へ
転
換
し
、
逆
に
名
を
聞
き
、
そ
の
相
を
想
い
う
か
、
へ
想

と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
名
を
義
へ
転
換
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

智
と
は
、
そ
の
転
換
に
お
け
る
名
と
義
と
の
対
応
の
認
識
で
あ

る
。
た
と
え
ぱ
く
つ
く
え
〉
と
い
う
名
を
聞
い
て
、
そ
の
名
が
現

実
の
ど
れ
か
あ
る
机
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。

名
は
義
を
直
接
的
に
表
わ
さ
な
い
が
、
こ
の
こ
と
を
入
阿
毘
達
磨

論
下
巻
（
大
二
八
・
九
八
七
下
）
は
「
詮
者
謂
、
能
於
二
所
顕
義
生
二

他
覚
慧
一
」
と
言
っ
て
い
る
。
名
が
義
を
表
わ
す
と
言
う
の
は
事

物
（
義
）
の
覚
慧
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

言
葉
の
聞
き
手
に
こ
の
智
（
覚
慧
）
が
生
じ
る
と
き
、
言
葉
の
目
的

は
達
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

声
と
は
言
葉
の
音
声
で
あ
る
。
音
声
は
言
葉
に
と
り
必
ず
し
も

不
可
欠
の
要
素
で
は
な
い
。
言
葉
は
人
の
音
声
に
よ
ら
ず
と
も
役

目
を
は
た
す
と
い
う
こ
と
は
、
文
字
言
語
に
慣
れ
た
現
代
人
に
は

理
解
し
や
す
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

名
は
字
所
発
の
想
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
次
に
字
す
な
わ

ち
文
ぐ
菌
且
留
国
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
こ
う
。

⑧

文
ぐ
詞
昌
茜
］
］
沙
が
音
節
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
単
音
で
あ
る

の
か
は
重
要
な
問
題
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
そ
れ
が
名
を
形
成

四
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す
る
単
位
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
文
は
今
日

の
言
語
学
で
言
う
音
素
ｇ
○
口
の
日
①
の
概
念
に
近
い
。
た
だ
し
文

は
音
声
獣
目
凹
』
唱
○
笛
を
と
も
な
う
必
要
が
な
い
。
音
声
は
色

法
で
あ
る
が
、
文
は
不
相
応
行
法
で
あ
り
、
意
根
に
よ
っ
て
把
握

さ
れ
る
。

あ
る
言
語
、
た
と
え
ば
日
本
語
、
は
人
が
発
声
し
う
る
あ
ら
ゆ

る
音
声
か
ら
成
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
使
用
さ
れ
る
音

声
ｌ
他
の
音
声
か
ら
区
別
さ
れ
る
音
声
ｌ
の
数
は
決
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
言
語
は
そ
れ
自
身
に
個
有
の
音
韻
体
系
を
持
っ
て

い
る
Ｃ
フ
ラ
ン
ス
語
の
音
と
日
本
語
の
音
と
が
異
な
る
の
は
両
者

の
音
韻
体
系
が
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
言
語
は
そ
れ

自
身
の
音
韻
体
系
内
の
限
ら
れ
た
数
の
音
声
の
組
み
合
せ
に
よ
っ

て
発
話
さ
れ
る
。
私
達
は
そ
の
よ
う
な
音
声
を
無
意
識
的
・
有
意

識
的
に
習
得
し
、
そ
れ
ら
を
無
意
識
的
・
有
意
識
的
に
使
用
し
て
、

言
語
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
言
語
学
の
音
韻
研
究
は
音
素
を
定
め
る
こ
と
で
終
る
。

そ
れ
ら
音
素
群
が
人
の
発
話
に
先
き
立
っ
て
実
在
す
る
か
ど
う
か

と
い
う
問
題
は
哲
学
の
問
題
と
な
る
。
有
部
は
そ
れ
ら
を
実
在
と

認
め
る
の
で
あ
る
。
あ
る
言
語
に
よ
る
言
語
活
動
が
可
能
な
の
は
、

人
が
そ
の
言
語
の
音
素
群
を
修
得
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
↑
そ

れ
ら
音
素
群
は
個
食
人
の
発
話
に
先
き
立
っ
て
、
つ
き
つ
め
て
言

え
ば
個
人
の
存
在
以
前
に
存
在
し
て
い
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

順
正
理
論
は
こ
の
こ
と
を
「
要
語
発
膨
字
、
字
復
発
し
名
、
名
乃
能

詮
」
（
一
四
巻
、
大
二
九
・
四
一
四
上
）
と
言
っ
て
い
る
。
発
話
（
語
）

以
前
に
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
、
音
声
で
は
な
い
。

私
達
は
声
を
だ
さ
ず
と
も
、
心
中
で
名
を
呼
び
、
文
章
を
作
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
事
実
は
有
部
の
主
張
に
と
り
有
力
な
論
拠
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
賛
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
有
部
が
文
を
実
体

祝
す
る
だ
け
の
理
由
は
十
分
に
あ
る
と
言
え
る
。

⑨

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
有
部
が
句
９
８
を
実
在
と
み
な
す

理
由
も
明
ら
か
に
な
る
。
い
く
ら
単
語
を
連
ね
た
と
こ
ろ
で
文
章

に
は
な
ら
な
い
。
文
章
に
す
る
た
め
に
は
一
定
の
単
語
の
配
列
の

仕
方
が
あ
り
、
そ
れ
に
沿
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ
な

い
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
配
列
法
は
個
々
の
発

話
に
先
き
立
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
考
え
て
、
有
部
は
句
を
実
在

と
み
な
す
。
当
然
な
が
ら
句
も
ま
た
音
声
と
は
別
の
も
の
と
な
る
。

第
三
節
に
お
い
て
、
「
机
」
の
想
と
〈
つ
く
え
〉
と
い
う
名
と

の
対
応
関
係
は
慣
習
に
基
づ
く
窓
意
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
っ
た
。

こ
れ
は
「
言
葉
の
起
源
は
何
か
」
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
る
こ
と

で
あ
る
。
私
達
は
有
部
と
経
部
と
の
対
論
に
入
る
ま
え
に
、
こ
れ

五
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に
つ
い
て
佛
教
の
立
場
を
見
て
お
こ
う
。

「
言
葉
の
起
源
」
と
い
う
問
題
は
、
言
葉
の
音
声
と
そ
の
指
示

対
象
と
の
対
応
関
係
の
起
源
は
何
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
ク
ラ
テ
ィ
ロ
ス
』
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
初
期
の
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
は
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。
一
つ
に
は
、
言
葉
の
音
声
と
指

示
対
象
と
の
間
に
は
あ
る
種
の
本
質
的
な
対
応
関
係
が
あ
る
と
す

⑩

る
考
え
方
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
そ
う
い
っ
た
関
係
は
全
く
窓

意
的
な
も
の
で
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
伝
統
と
慣
習
と
に
基
づ
く
と
す

る
考
え
方
で
あ
る
。
前
者
を
一
般
に
自
然
論
と
呼
び
、
こ
れ
に
対

⑪

し
て
後
者
を
慣
習
論
と
呼
ぶ
。

今
日
に
お
い
て
は
慣
習
論
が
正
し
い
と
さ
れ
る
。
言
葉
と
指
示

対
象
と
の
対
応
関
係
は
全
く
窓
意
的
な
も
の
で
あ
り
、
〈
ネ
コ
〉

（
あ
る
い
は
〈
ね
こ
〉
）
と
い
う
言
葉
が
「
猫
」
を
指
し
、
〈
イ
ヌ
〉

（
あ
る
い
は
く
い
ぬ
〉
）
が
「
犬
」
を
指
す
と
い
う
よ
う
に
、
言
葉

の
音
声
と
指
示
対
象
と
の
対
応
が
社
会
的
慣
習
と
し
て
確
立
さ
え

す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
音
声
の
連
続
で
も
事
物
を
指
し
う
る
。
〈
イ

ヌ
〉
と
い
う
音
と
「
犬
」
と
い
う
動
物
と
の
間
に
は
何
ら
自
然
的

必
然
的
関
係
は
無
い
。
言
葉
の
こ
の
よ
う
な
性
格
は
「
窓
意
性
」

閏
冒
茸
閏
旨
①
の
⑳
と
呼
ば
れ
、
今
日
で
は
言
葉
の
根
本
的
性
格
の
一

つ
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
阿
毘
達
磨
に
お
い
て
も
、
「
言
葉
の
起
源
」
に
つ
い
て
問

題
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
阿
毘
達
磨
に
お
い
て
は
、

「
義
は
可
説
か
、
不
可
説
か
」
即
ち
言
葉
に
よ
っ
て
そ
の
指
示
対

象
が
そ
こ
に
現
出
す
る
か
否
か
、
と
い
う
問
題
の
中
で
考
察
さ
れ

て
い
る
。

原
始
未
開
社
会
に
あ
っ
て
は
、
言
葉
は
事
物
そ
の
も
の
を
現
わ

す
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
「
火
」
と
言
え
ば
、
そ
こ
に

火
の
力
・
火
の
は
た
ら
き
が
現
出
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら
言
葉
に
呪
術
的
力
を
認
め
る
こ
と
に
も
な
る
。

阿
毘
達
磨
は
、
義
は
不
可
説
で
あ
る
と
す
る
。
も
し
可
説
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
「
火
」
と
言
え
ば
そ
の
火
で
口
を
焼
く
こ
と
に
な

ろ
う
。
「
刀
」
と
言
え
ば
そ
れ
で
舌
を
切
り
、
「
不
浄
」
と
言
え

ば
口
が
不
浄
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
言
う
。
（
大
毘
婆
沙
論
一
五
巻
、

大
二
七
・
七
三
上
）
言
葉
（
名
）
が
指
示
対
象
そ
の
も
の
を
現
出
し
な

い
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
言
葉
が
指
示

対
象
を
現
わ
さ
な
い
な
ら
、
「
象
を
繋
げ
、
と
言
わ
れ
、
馬
を
繋

が
な
い
の
は
何
故
か
」
（
大
毘
婆
沙
論
同
）
。
言
葉
と
指
示
対
象
と
が

全
く
無
関
係
で
あ
る
な
ら
、
象
と
言
わ
れ
て
馬
を
つ
な
い
で
も
よ

い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
、
言
葉
の
音
声
と
指
示
対
象
と
の

対
応
関
係
の
起
源
、
即
ち
「
言
葉
の
起
源
」
が
問
題
と
な
っ
て
く

づ
（
〕
○
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「
語
は
能
く
名
を
起
し
、
名
は
能
く
義
を
伽
わ
す
。
語
は
親
し

く
説
い
て
義
を
得
る
こ
と
能
は
ず
と
雛
も
、
展
転
に
依
る
こ
と
子

孫
法
の
加
き
が
故
に
、
象
等
に
於
て
索
る
所
に
倒
な
き
な
り
。
」

こ
れ
は
言
葉
の
音
声
に
は
直
接
的
に
指
示
対
象
と
の
対
応
関
係
が

認
め
ら
れ
な
い
が
、
親
か
ら
子
へ
と
伝
わ
る
よ
う
に
、
間
接
的
に

伝
わ
り
、
言
葉
の
音
声
と
指
示
対
象
と
の
間
に
自
然
な
対
応
関
係

を
認
め
う
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
自
然
論
に
相
当
す
る
。

大
毘
婆
沙
諭
が
採
用
し
て
い
る
の
は
第
一
説
の
方
で
あ
る
。
そ

れ
は
言
葉
の
音
声
と
義
と
の
対
応
関
係
の
起
源
を
劫
初
の
人
々
の

窓
意
性
に
求
め
て
お
り
、
明
ら
か
に
慣
習
論
で
あ
る
。
順
正
理
論

一
五
巻
も
同
じ
考
え
方
を
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
劫
初
の
人
は
、

種
々
の
義
に
於
て
共
に
種
々
の
差
別
の
想
名
を
立
つ
。
此
れ
に
由

り
て
相
い
伝
え
て
、
諸
の
名
想
に
於
て
解
す
る
に
顛
倒
な
し
・
」

名
恕
困
冒
百
四

第
二
説
は
、

大
毘
婆
沙
諭
一
五
巻
（
大
二
七
・
七
三
上
）
は
二
種
の
見
解
を
示

し
て
い
る
。
即
ち
、
第
一
説
は
、

「
劫
初
の
時
、
人
、
共
に
象
等
に
於
て
名
想
を
仮
立
し
、
展
転

伝
来
す
る
が
故
に
、
索
む
る
所
を
し
て
顛
倒
せ
ざ
ら
し
む
な
り
。
」

義
（
指
示
対
象
）
は
不
可
説
で
あ
る
が
、
言
葉
の
音
声
と
義
と
の
間

に
対
応
性
の
あ
る
の
は
、
劫
初
の
時
、
人
々
が
象
な
ど
に
対
し
て

名
想
、
煙
且
目
を
仮
立
し
、
伝
え
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
有
部
と
経
部
と
の
対
論
を
見
て
い
こ
う
。
有
部
は

名
・
句
・
文
を
実
在
と
み
な
し
、
そ
れ
ら
を
心
不
相
応
行
法
中
に

摂
め
る
。
こ
れ
に
対
し
て
経
部
・
世
親
は
そ
れ
ら
の
本
体
を
声

３
９
口
》
塔
○
超
と
み
な
し
、
色
法
中
に
摂
め
る
。
衆
賢
は
順
正

理
論
で
経
部
・
世
親
の
音
声
説
を
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
見

る
と
名
・
句
・
文
と
音
声
と
の
差
が
明
瞭
に
な
り
、
名
・
句
。
文

の
実
在
性
が
一
層
明
ら
か
に
な
る
。

さ
て
、
世
親
は
言
う
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
〔
名
・
句
・
文
〕
は
発
話
ぐ
胃
を
自
性

と
す
る
か
ら
、
自
体
は
声
曾
ご
目
で
あ
り
、
色
を
自
性
と
す

る
の
で
は
な
い
か
。
（
炉
嗣
や
皆
）

し
か
も
世
親
は
単
な
る
音
声
が
言
葉
で
あ
る
と
言
う
の
で
は
な
い
。

（
大
二
九
・
四
一
三
中
）
と
。
た
だ
し
、
厳
密
に
言
え
ば
、
有
部
の
理

論
で
は
こ
の
よ
う
な
窓
意
的
対
応
関
係
は
「
事
物
の
想
」
と
音
素

（
文
）
と
の
問
に
あ
る
の
で
あ
り
、
事
物
と
音
声
と
の
間
に
あ
る
の

で
は
な
い
。
音
素
と
の
間
に
窓
意
的
対
応
関
係
の
成
立
し
た
想
が

名
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
窓
意
的
に
え
ら
ば
れ
、
組
合
わ
さ
れ
た

音
素
群
（
文
）
に
よ
っ
て
シ
ン
ボ
ル
化
さ
れ
た
想
（
字
所
発
の
想
）
が

名
で
あ
る
。

｛
ハ
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世
親
は
更
に
言
う
。

諸
々
の
事
物
と
し
て
、
語
る
人
々
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た

同
国
ぐ
且
巨
（
能
詮
定
量
ｌ
玄
英
訳
）
〔
音
声
〕
で
あ
る
。

（
シ
園
や
臼
）

ま
た
シ
ロ
の
ぐ
稗
茸
に
も
経
部
の
説
が
見
ら
れ
る
。

発
話
の
声
よ
り
他
に
名
な
ど
の
あ
る
こ
と
は
実
証
さ
れ
な

い
・
諸
灸
の
事
物
と
し
て
、
想
を
な
す
人
＄
且
目
‐
］
肉
肖
勵
に

よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
限
定
胃
薗
ご
且
冨
を
有
し
、
念
に
よ
っ

て
把
握
さ
れ
た
〔
極
微
か
ら
な
る
〕
部
分
を
有
す
る
積
集
で

あ
る
、
発
話
の
声
が
、
聞
く
者
に
事
物
を
伝
達
す
る
。
そ
れ
故
、

他
に
名
な
ど
を
考
え
る
こ
と
は
何
に
な
ろ
う
。
（
シ
ロ
己
営
ｅ

経
部
・
世
親
は
言
葉
の
本
体
を
限
定
さ
れ
た
胃
薗
ぐ
昌
巨
声
（
能

詮
定
量
の
声
）
と
言
う
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
音
声
の
連
続
は
こ
の

⑫

事
物
を
指
し
示
す
、
と
限
定
さ
れ
た
音
声
の
連
続
で
あ
る
。
こ
れ

は
言
語
の
窓
意
性
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
限
り

で
は
有
部
の
言
う
名
と
経
部
・
世
親
の
限
定
さ
れ
た
（
能
詮
定
量

の
）
声
と
は
そ
れ
ほ
ど
の
差
は
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
た
と
え
ば
〈
ヅ
〉
〈
ク
〉
〈
エ
〉
と
い
う
特
殊
な
音
声
の
連
続

は
「
机
」
を
指
し
示
す
と
言
う
時
、
そ
の
音
声
の
連
続
は
単
な
る

音
声
の
集
ま
り
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
す
で
に
音
声
以
外

の
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
瘻
説
す
る
よ
う
に
、

〈
ツ
ク
エ
〉
と
い
う
音
声
の
連
続
は
決
し
て
机
の
た
だ
一
つ
を
指

し
て
示
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
現
実
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
机
を
示

し
う
る
。
〈
ツ
ク
エ
〉
と
い
う
音
声
の
連
続
は
、
倶
舎
論
中
に
「
作

想
」
と
言
わ
れ
、
あ
る
い
は
レ
ロ
の
経
部
説
中
に
ま
さ
し
く
「
想

を
な
す
人
に
よ
っ
て
」
と
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
ま
ず
第
一
に
、

現
実
の
多
種
多
様
な
机
に
対
し
て
、
純
一
な
机
の
想
を
つ
く
り
、

次
に
そ
の
想
が
音
声
に
よ
っ
て
〈
ツ
ク
エ
〉
と
言
い
表
わ
さ
れ
た

も
の
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
故
、
そ
れ
は
純
一
な
机
・
机
の
想
を

に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
純
一
性
。
想
の
故
に
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る

机
を
指
し
示
し
得
て
、
同
時
に
他
の
音
の
連
続
か
ら
区
別
さ
れ
、

一
つ
の
言
葉
た
り
う
る
。
想
の
故
に
〈
ツ
ク
エ
〉
と
い
う
音
声
の

連
続
は
事
物
の
世
界
と
の
転
換
性
を
持
ち
え
て
、
同
時
に
言
葉
の

世
界
の
一
員
と
し
て
存
在
し
う
る
。
想
の
裏
づ
け
の
な
い
音
声
の

連
続
は
言
葉
で
は
な
い
。
経
部
・
世
親
が
言
葉
の
本
体
を
限
定
さ

れ
た
声
と
言
っ
た
が
、
限
定
さ
れ
た
音
声
の
み
で
は
言
葉
と
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
有
部
が
こ
の
想
に
着
目
す
る
の
は
正
し
い
。
言

葉
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
音
声
よ
り
も
想
の
方
で
あ
る
。
有
部
は
、

こ
の
想
が
文
（
音
の
単
位
）
に
よ
っ
て
シ
ン
ボ
ル
化
さ
れ
、
実
体

化
さ
れ
た
も
の
が
言
葉
（
名
）
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

経
部
の
批
判
は
も
っ
ぱ
ら
名
に
向
け
ら
れ
、
句
・
文
は
等
閑
に
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さ
れ
て
い
る
観
が
あ
る
。
経
部
は
、
「
発
話
の
声
よ
り
他
に
名
な

ど
は
な
い
」
と
言
う
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
経
部
が
句
・
文

の
本
体
を
声
と
す
る
こ
と
は
わ
か
る
が
、
そ
の
根
拠
は
何
ら
知
り

え
な
い
。

有
部
が
そ
れ
ら
を
実
在
と
み
な
す
根
拠
は
先
に
示
し
た
と
お
り

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
正
当
な
反
論
は
、
句
も
文
も
個

々
の
発
話
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
発
話
が
無
く

な
れ
ば
句
も
文
も
存
在
し
な
く
な
る
。
ま
た
そ
れ
ら
は
時
代
と
と

も
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
固
定
的
な
も
の
で
は
な
い
、

と
言
う
こ
と
よ
り
他
に
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
経
部
・
世
親
の

説
く
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
経
部
は
津
ロ
に
お
い
て

逆
に
反
論
を
浴
び
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
多
分
に
形
骸
的
な
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
故
今
日
か
ら
見
れ
ば
重
要
な
も
の
で
は
な
い
。

シ
ロ
は
声
が
極
微
所
成
で
あ
る
こ
と
を
問
題
と
す
る
。
「
経
部

は
言
葉
の
本
体
を
声
と
す
る
が
、
声
は
色
で
あ
り
、
極
微
所
成
で

あ
る
。
極
微
の
積
集
し
た
も
の
が
ど
の
よ
う
に
し
て
対
象
を
示
し

う
る
の
か
。
極
微
の
積
集
で
あ
る
声
は
、
ち
ょ
う
ど
ラ
ン
プ
の
灯

の
よ
う
に
、
そ
れ
と
接
触
す
る
対
象
は
顕
わ
し
う
る
が
、
接
触
し

な
い
対
象
を
顕
わ
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
意
取
）
と
難
ず
る
。

シ
ロ
は
、
極
微
所
成
の
声
は
対
象
と
な
る
事
物
と
接
触
し
て
は

じ
め
て
そ
の
事
物
を
顕
わ
し
う
る
、
と
言
っ
て
経
部
説
を
批
判
す

る
が
、
入
阿
毘
達
磨
論
下
巻
（
大
二
八
・
九
八
七
下
）
で
は
、
同
じ
極

微
所
成
の
声
を
ま
っ
た
く
逆
の
方
向
か
ら
否
定
し
て
い
る
。
即
ち
、

声
は
有
対
曝
で
あ
る
か
ら
対
象
と
合
致
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
故
、
声
は
事
物
を
顕
わ
し
え
な
い
、
と
。

両
説
は
ま
っ
た
く
逆
の
よ
う
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
声
（
極
微

所
成
）
と
事
物
と
の
不
合
致
性
を
指
摘
す
る
目
的
に
か
な
っ
て
い

る
。
極
徴
所
成
で
あ
る
声
と
事
物
と
の
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
に

よ
り
、
名
・
句
・
文
の
実
在
性
を
主
張
す
る
の
が
ね
ら
い
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
批
判
は
決
し
て
言
葉
の
本
性
に
ま
で
関
わ
っ
て
く
る

も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
に
比
令
へ
る
と
衆
賢
の
批
判
は
正
当
な
も
の
と
言
え
る
。

彼
の
批
判
の
要
点
は
、
音
声
で
は
指
示
対
象
を
示
し
え
な
い
場
合

が
あ
り
、
ま
た
逆
に
音
声
な
し
で
も
指
示
対
象
が
示
さ
れ
る
場
合

も
あ
る
（
手
話
、
読
唇
術
な
ど
が
好
例
）
。
そ
れ
故
、
音
声
は
意
味
の

伝
達
に
は
不
可
欠
の
要
素
で
は
な
く
し
て
意
味
の
伝
達
に
は
音
声

以
外
の
要
素
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

更
に
衆
賢
は
経
部
・
世
親
の
言
う
限
定
さ
れ
た
（
能
詮
定
量
の
）

声
を
も
批
判
す
る
。

仮
に
能
詮
定
量
の
声
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
聞
い
た
時

に
は
意
味
を
理
解
で
き
ず
、
後
で
そ
れ
を
理
解
す
る
と
い
う
場
合

が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
先
に
は
音
声
を
了
知
し
た
が
、
そ
れ
を
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名
な
ど
と
し
て
了
知
し
て
お
ら
ず
、
後
に
な
っ
て
名
な
ど
と
し
て

そ
れ
を
知
り
、
意
味
の
理
解
に
達
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
経
部
は
能
詮
定
量
の
声
の
理
論
で
も
っ
て
、
事
物
と
音

声
と
の
間
に
窓
意
的
な
対
応
関
係
を
認
め
る
。
こ
れ
に
対
し
て
有

部
は
、
そ
の
対
応
関
係
を
想
と
文
（
音
素
）
と
の
間
に
認
め
る
。
窓

意
的
な
対
応
関
係
は
発
話
以
前
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
故
、
有
部
の
立
場
か
ら
は
、
発
話
さ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の

音
声
が
特
別
な
音
声
で
あ
る
の
か
、
た
だ
の
音
声
で
あ
る
の
か
は

自
然
に
理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
あ
た
か
も
青
と
黄
と
は
、
契

約
を
立
て
ず
と
も
そ
の
区
別
が
自
然
と
理
解
で
き
る
よ
う
に
。
限

定
さ
れ
た
（
能
詮
定
量
の
）
声
な
ど
と
言
う
の
は
、
契
約
の
上
に
更

に
契
約
を
立
て
る
こ
と
に
な
り
、
必
要
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

衆
賢
は
こ
の
よ
う
に
批
判
す
る
が
、
世
親
は
限
定
さ
れ
た
（
能

詮
定
量
の
）
声
の
理
論
に
立
っ
て
発
話
に
関
し
て
更
に
言
う
。
す
な

わ
ち
発
話
に
は
必
ず
音
声
が
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
有
部
と
て
否

定
の
し
よ
う
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
一
切
の
音
声
が
名
を

生
ぜ
し
め
或
は
顕
出
さ
せ
る
の
で
は
な
い
。
あ
る
特
定
の
音
声
の

み
が
名
を
生
ぜ
し
め
、
顕
出
さ
せ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
特
定
の
音
声
こ
そ
が
事
物
を
伝
え
る

の
で
あ
り
、
名
な
ど
を
考
え
る
必
要
は
な
い
（
国
．
戸
嗣
や
餡
）
、

Ｌ
－
ｏ

こ
れ
に
対
す
る
衆
賢
の
答
は
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。
彼
の
言
語

論
は
あ
く
ま
で
「
想
」
を
離
れ
な
い
。
経
部
が
能
詮
定
量
肩
薗
‐

ぐ
且
巨
の
声
が
言
葉
の
本
体
で
あ
る
と
主
張
す
る
と
き
、
同
国
‐

ぐ
昌
巨
は
言
葉
の
窓
意
性
を
意
味
し
た
。
言
葉
の
起
源
を
恐
意
性

に
求
め
る
こ
と
は
有
部
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
衆
貿
は
、
経
部

の
言
う
胃
国
ぐ
呂
巨
を
言
葉
の
窓
意
性
の
意
味
に
解
釈
し
な
い
。

名
の
内
に
は
す
で
に
そ
の
窓
意
性
が
了
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

づ
（
〕
○

衆
賢
は
発
話
の
際
、
或
は
単
に
心
中
で
言
う
際
に
、
話
者
が

事
物
の
「
想
」
を
、
慣
習
に
よ
っ
て
定
ま
っ
て
い
る
通
り
に
音
素

（
文
）
に
よ
っ
て
シ
ン
ボ
ル
化
す
る
こ
と
を
胃
薗
ご
且
冨
と
呼
ぶ
。

曰
く
、
「
義
に
於
て
共
に
想
名
を
立
て
ず
や
。
こ
れ
を
即
ち
説
い

て
能
詮
の
定
量
と
為
す
。
謂
く
、
能
詮
者
は
諸
義
の
中
に
於
て
、

先
に
共
に
是
く
の
如
き
諸
字
を
安
立
し
、
定
ん
で
能
く
展
転
し
て
、

是
く
の
如
き
義
を
詮
す
。
共
に
是
く
の
如
き
字
を
安
立
す
る
が
故

に
、
是
く
の
如
き
字
に
因
り
て
、
是
く
の
如
き
名
を
発
す
。
此
の

名
は
即
ち
是
れ
能
詮
の
定
量
な
り
。
」
（
順
正
理
論
一
四
巻
、
大
二
九
．

四
一
四
上
）
た
と
え
ば
私
が
、
眼
前
に
あ
る
一
冊
の
本
を
見
て
、
心

中
に
「
本
」
の
想
を
起
し
、
そ
れ
を
く
ほ
〉
〈
ん
〉
と
い
う
日
本

語
の
音
韻
体
系
中
の
音
素
（
文
）
を
使
用
し
て
、
そ
の
音
素
の
連
続

に
よ
っ
て
〈
ほ
ん
〉
と
い
う
名
を
つ
く
る
。
衆
賢
は
こ
れ
を
胃
‐
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菌
く
且
巨
と
言
う
。
「
此
れ
に
由
り
て
自
語
し
、
或
は
他
語
す
る

時
、
所
顕
の
義
に
於
て
皆
能
く
解
了
す
る
が
故
に
、
唯
、
声
の
み

即
ち
能
顕
の
義
に
非
ず
」
（
順
正
理
論
同
）
と
衆
賢
は
言
う
。

発
話
に
は
以
上
の
よ
う
な
経
過
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
な
く

し
て
は
、
た
と
え
発
声
し
た
と
こ
ろ
で
‐
意
味
は
通
じ
な
い
。
「
も

し
名
を
以
て
先
に
心
の
内
に
穂
ま
ざ
れ
ば
、
設
い
語
を
し
て
発
せ

し
む
る
も
、
定
ん
で
表
詮
す
る
と
こ
ろ
な
く
、
亦
、
他
を
し
て
義

に
於
て
解
を
生
ぜ
し
め
ず
」
（
順
正
理
論
同
四
一
四
中
）
。
他
者
が
意

味
を
理
解
す
る
と
い
う
の
は
、
間
者
が
名
を
聞
い
て
、
名
と
し
て

シ
ン
ボ
ル
化
さ
れ
て
い
る
想
を
心
中
に
喚
起
す
る
こ
と
で
あ
る
。

言
葉
の
意
味
と
は
言
葉
の
指
示
物
で
は
な
く
、
言
葉
に
よ
っ
て
喚

起
さ
れ
る
想
で
あ
る
。
先
（
第
四
節
）
に
述
べ
た
名
↓
想
の
関
係
が

こ
こ
に
あ
て
は
ま
る
。

言
葉
は
時
間
の
流
れ
に
沿
っ
て
音
声
の
連
続
を
聞
く
こ
と
に
よ

っ
て
理
解
さ
れ
る
。
一
瞬
に
し
て
言
葉
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
あ

り
え
な
い
。
言
葉
は
未
来
か
ら
過
去
へ
と
連
続
し
て
い
く
音
声
と

し
て
現
わ
れ
て
く
る
。
言
葉
の
こ
の
性
質
を
線
状
性
］
言
３
国
辱

と
呼
ぶ
。
こ
の
線
状
性
は
言
葉
の
基
本
的
性
格
の
一
つ
で
あ
り
、

今
日
、
そ
の
是
非
を
論
ず
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
倶
舎
論
、

七

順
正
理
論
、
シ
ロ
で
は
名
・
句
・
文
の
実
在
性
を
め
ぐ
っ
て
こ
の

線
状
性
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
言

葉
が
線
状
か
否
か
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
派
の
主

張
す
る
言
語
論
が
い
か
に
し
て
こ
の
線
状
性
と
い
う
性
質
と
一
致

す
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
。

世
親
の
批
判
か
ら
見
て
み
よ
う
。

①
声
が
合
体
し
て
一
刹
那
に
集
ま
る
こ
と
も
な
い
し
、
②
一

つ
の
も
の
の
部
分
と
し
て
生
ず
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
故
、

発
話
が
名
を
生
ぜ
し
め
る
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生

ぜ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
（
少
困
ご
忠
）

①
一
つ
の
名
、
た
と
え
ば
く
い
ぬ
〉
と
い
う
名
は
〈
イ
ヌ
〉
と

発
声
さ
れ
る
が
、
〈
イ
〉
を
発
声
す
る
と
き
に
は
〈
ヌ
〉
は
未
だ

生
じ
て
お
ら
ず
、
〈
ヌ
〉
を
発
声
す
る
と
き
に
は
〈
イ
〉
は
過
去

の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
時
間
に
沿
っ
て
生
ず
る
音

声
或
は
文
が
一
刹
那
に
合
体
し
て
〈
イ
ヌ
〉
と
な
る
こ
と
は
あ
り

え
な
い
。
そ
れ
故
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
一
つ
の
実
体
で
あ
り
え
よ

う
か
。
ま
た
も
し
、
最
後
の
音
声
を
聞
い
た
時
に
名
が
生
ず
る
と

言
う
の
な
ら
１
名
は
一
つ
の
実
体
で
あ
る
か
ら
、
最
後
の
音
声
さ

え
聞
け
ば
名
が
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。

②
ま
た
逆
に
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
名
が
一
つ
の
実
体
で
あ
る
な

ら
、
〈
イ
〉
〈
ヌ
〉
と
分
割
で
き
る
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
不
合
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理
で
あ
る
。
そ
れ
故
，
名
は
実
体
で
は
な
く
、
言
葉
の
本
体
は
能

詮
定
量
の
声
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
親
は
こ
の
よ
う
に
批
判

し
、
主
張
す
る
。

言
葉
が
継
起
す
る
こ
と
は
否
定
し
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
自
分
の
主
張
す
る
言
語
論
が
こ
の
性
格
に
合
致
し
て
い

る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
有
部
の
み
で
は
な
い
。

音
声
を
言
葉
の
本
体
と
み
る
経
部
・
世
親
も
同
様
に
そ
れ
を
論
証

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
衆
賢
は
次
の
よ
う
に
逆
に
世
親
を
批
判

し
て
い
る
。

経
部
・
世
親
は
過
去
・
未
来
は
無
体
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し

た
が
っ
て
〈
イ
〉
と
発
声
し
た
時
に
は
〈
ヌ
〉
は
ま
だ
存
在
せ
ず
、

〈
ヌ
〉
と
発
声
し
た
時
に
は
〈
イ
〉
は
す
で
に
存
在
し
な
い
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
で
は
理
論
的
に
ど
う
し
て
指
示
対
象
を
示
し
う
る

の
か
。
こ
れ
に
対
し
て
有
部
は
三
世
実
有
を
主
張
す
る
。
〈
イ
〉

〈
ヌ
〉
と
い
う
音
声
、
あ
る
い
は
く
い
〉
〈
ぬ
〉
と
い
う
文
は
時

間
に
沿
っ
て
消
え
て
も
、
そ
の
体
は
過
去
に
お
い
て
も
実
在
し
、

前
後
の
音
声
或
は
文
が
相
待
っ
て
名
を
形
成
し
て
お
り
、
人
は
意

味
を
理
解
し
う
る
。
衆
賢
は
こ
の
よ
う
に
言
う
。

く
い
ぬ
〉
と
い
う
名
は
一
つ
の
実
体
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
く
い
〉

〈
ぬ
〉
あ
る
い
は
〈
イ
〉
〈
ヌ
〉
と
い
う
文
ま
た
は
音
声
の
合
成

の
結
果
と
し
て
一
体
の
物
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
犬
」

と
い
う
一
つ
の
想
・
心
像
が
時
間
の
流
れ
に
沿
っ
て
く
い
〉
〈
ぬ
〉

あ
る
い
は
〈
イ
〉
〈
ヌ
〉
と
し
て
意
識
の
上
に
、
あ
る
い
は
音
声

と
し
て
表
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
以
外
の
表
わ
れ
方

は
な
い
。
話
者
が
「
犬
」
を
表
現
す
る
と
き
、
〈
イ
〉
〈
ヌ
〉
と
発

声
す
る
が
、
そ
れ
は
く
イ
〉
〈
ヌ
〉
と
い
う
音
声
の
継
起
に
尽
き

ず
、
全
体
と
し
て
「
犬
」
と
い
う
一
つ
の
対
象
を
志
向
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
〈
イ
〉
と
発
声
す
る
と
き
に
〈
ぬ
〉
は
話
者
の
心
中

に
す
で
に
予
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
〈
ヌ
〉
と
発
声
す
る
と
き
に

も
く
い
〉
は
心
中
に
残
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
一
つ
の
文
章
の

場
合
に
も
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
〈
ツ
ク
エ
ノ
ウ
エ
’
一
ホ
ン

ガ
ア
ル
〉
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
単
に
「
机
」
、
「
上
」
、
「
本
」
、
「
あ

る
」
と
い
う
諸
心
像
の
継
続
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
「
机
の

上
に
本
が
あ
る
」
と
い
う
一
つ
の
意
味
を
志
向
し
て
い
る
。
〈
ツ

ク
エ
ノ
・
…
．
．
〉
と
言
う
時
に
は
〈
ウ
雪
一
：
．
…
〉
は
未
だ
無
く
、

〈
…
．
：
ア
ル
〉
と
言
っ
た
時
に
は
〈
ツ
ク
エ
ノ
・
…
．
：
〉
は
す
で
に

無
い
が
、
し
か
し
〈
ツ
ク
エ
ノ
…
…
〉
と
言
う
時
に
は
話
者
の
内

に
は
「
上
に
本
が
あ
る
」
は
す
で
に
予
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

〈
・
…
：
ア
ル
〉
と
言
っ
た
時
に
は
「
机
の
上
に
本
が
」
は
失
わ
れ

ず
に
残
っ
て
い
る
。
〈
ツ
ク
エ
〉
、
〈
ウ
こ
な
ど
は
、
「
机
の
上

に
本
が
あ
る
」
と
い
う
一
つ
の
意
味
を
志
向
し
て
い
る
心
像
を
基

盤
と
し
て
、
そ
の
基
盤
の
上
に
一
つ
の
流
れ
と
し
て
〈
ツ
ク
エ
ノ
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ウ
ー
吉
一
ホ
ン
ガ
ア
ル
〉
と
発
話
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

単
語
（
名
）
の
場
合
も
文
章
（
句
）
の
場
合
も
、
聞
き
手
は
音
声
の
流

れ
の
基
盤
と
し
て
あ
る
話
者
の
心
像
・
想
を
理
解
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
シ
ロ
は
明
瞭
に
言
っ
て
い
る
。
即
ち
、
「
最
後
の
音
声
に

比
べ
て
過
去
と
な
っ
た
諸
冷
の
音
声
の
集
ま
り
は
、
知
覚
作
用
に

よ
っ
て
把
握
さ
れ
、
対
応
す
る
対
象
に
対
し
て
覚
慧
を
生
ぜ
し
め
、

伝
達
す
る
」
念
』
届
）
と
。

言
葉
の
本
質
を
想
と
見
る
こ
と
と
三
世
実
有
諭
と
に
よ
っ
て
、

有
部
は
言
葉
を
聞
く
場
合
と
発
す
る
場
合
と
の
両
方
に
お
い
て
、

言
葉
の
線
状
性
を
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
経
部
の
考
え
方
は
倶
舎
論
や
順
正
理
論
な
ど
に

は
見
ら
れ
な
い
が
、
『
大
乗
法
苑
義
林
章
』
第
一
章
中
、
経
部
の

教
体
論
を
紹
介
す
る
箇
所
（
大
四
五
・
二
五
一
下
）
に
う
か
が
い
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
～
「
前
は
後
に
重
じ
て
展
転
聚

集
す
。
過
未
無
き
が
故
に
」
と
あ
る
。
経
部
は
現
在
の
み
を
有
体

と
認
め
、
過
去
と
未
来
と
は
無
体
で
あ
る
と
す
る
。
過
去
が
無
体

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
故
先
の
音
声
は
消
滅
し
て
し
ま
う
が
、
そ
れ

は
識
の
上
に
索
習
し
、
最
後
の
音
声
が
聞
か
れ
た
時
、
指
示
対
象

が
理
解
で
き
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
言
葉
の
理
解
を
識
の
上
に

求
め
る
の
は
、
有
部
の
「
覚
慧
を
生
ず
」
と
言
う
の
と
同
じ
で
あ

る
。
ま
た
経
部
は
言
葉
の
本
質
を
限
定
さ
れ
た
（
能
詮
定
量
）
声
と

す
る
か
ら
、
た
と
え
ば
〈
イ
ヌ
〉
と
い
う
音
声
が
一
つ
の
実
体
で

あ
る
必
要
は
な
く
、
そ
れ
は
時
間
に
沿
っ
て
〈
イ
〉
〈
ヌ
〉
と
分

割
さ
れ
て
も
不
合
理
は
無
い
。
そ
れ
故
、
言
葉
の
本
質
を
音
声
と

見
る
こ
と
と
車
習
の
理
論
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
を
聞
く
際
の
言
葉

の
線
状
性
は
説
明
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
こ
の
二
つ
の

理
論
に
よ
っ
て
は
、
発
話
の
際
の
言
葉
の
線
状
性
の
問
題
が
説
明

さ
れ
え
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
有
部
の
言
語
論
の
特
徴
は
言
語
を
想
・
心
像
の

レ
ヴ
ェ
ル
で
考
え
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
経
部
・
世

親
は
常
に
発
話
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
言
語
を
考
え
て
い
る
。
想
を
中
心

に
考
え
る
な
ら
、
名
・
句
・
文
は
実
在
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
言
語
は
あ
く
ま
で
個
々
の
発
話
を
中
心
に
考
え

る
韓
へ
き
で
あ
る
と
す
る
立
場
に
立
て
ば
、
経
部
・
世
親
が
お
こ
な

っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
実
在
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
経
部
。
世
親
は
有
部
説
を
批
判
す
る
の
み
で
あ
り
、
自
ら

の
理
論
を
確
立
し
た
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
れ
は
彼
ら
が
発
話
に

注
目
す
る
あ
ま
り
、
発
話
の
奥
に
あ
る
言
語
活
動
の
本
質
に
注
目

し
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
有
部
は
そ
の
本
質
を
想

と
見
た
。
こ
の
点
で
有
部
の
言
語
観
は
理
論
と
し
て
確
立
し
、
経

結
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部
・
世
親
の
批
判
の
遠
く
及
ぶ
と
こ
ろ
で
な
く
な
っ
て
い
る
。

さ
て
読
者
の
中
に
は
、
想
と
発
話
の
対
立
か
ら
ソ
シ
ュ
ー
ル
の

言
う
ラ
ン
グ
と
パ
ロ
ー
ル
の
対
立
を
連
想
す
る
人
も
い
る
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
有
部
が
言
葉
の
本
質
を
想
と
み
た
こ
と
は
別
の

意
味
を
持
っ
て
い
る
。
佛
教
で
は
想
は
根
・
境
・
識
の
三
者
の
接

触
か
ら
生
ず
る
心
理
的
要
素
で
あ
る
。
言
葉
の
本
質
と
み
な
さ
れ

て
も
、
想
は
こ
の
心
理
性
を
失
な
っ
て
い
な
い
。
想
の
心
理
性
は
、

一
つ
に
は
言
葉
の
不
定
性
・
主
観
性
の
問
題
と
し
て
、
一
つ
に
は

名
と
義
と
の
対
応
の
問
題
と
し
て
、
言
葉
に
よ
り
思
考
さ
れ
認
識

さ
れ
表
現
さ
れ
る
世
界
の
在
り
方
と
そ
の
価
値
を
問
う
方
向
へ
と

発
展
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
方
向
の
延
長
線
上
に
お
い
て
、

言
葉
を
越
え
た
世
界
へ
の
模
索
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
、
序
に
お
い
て
挙
げ
た
第
二
の
方
向
が
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
、
今
は
一
旦
、

筆
を
置
く
こ
と
に
し
よ
う
。

略
号

シ
嵐
Ｉ
シ
ご
巨
包
巨
閏
目
い
ぽ
○
蟹
古
置
搦
〉
餌
２
．
℃
．
勺
吋
自
旨
四
口
ゞ
庖
四
目
四

］
④
つ
ヨ

シ
嵐
く
字
Ⅱ
め
も
彦
昇
習
昏
四
シ
ご
巨
（
ご
胃
日
四
戸
○
＄
く
］
画
斥
彦
割
画
①
今
ロ
．

与
暑
○
唱
弓
四
国
》
自
○
］
ハ
望
○
、
］
④
い
』
！
］
④
四
・

シ
ロ
ー
ン
豆
】
己
画
四
門
目
四
目
宅
秒
づ
き
］
）
く
ぎ
ロ
搦
酔
官
Ｐ
三
一
習
萢
鼻
武
①
（
一
・
弓
．

妙
当
昌
邑
》
目
号
①
３
旨
め
ど
勗
冒
‐
詳
昇
暑
○
ユ
腸
の
①
凶
①
、
》
胃
ご
》

弓
騨
蒔
ｐ
Ｐ
程
や
、
、

崖
？
Ⅱ
シ
ウ
ケ
昼
冒
四
国
ロ
四
の
四
目
屋
ｇ
Ｐ
目
④
①
９
℃
・
財
Ｈ
沙
巳
国
目
）
ぐ
厨
ぐ
ゆ
‐

国
営
四
吋
四
陣
、
井
口
巳
①
の
〉
〆
目
〉
の
四
口
は
昌
丙
①
汁
四
口
Ｐ
Ｈ
＠
ｍ
つ

く
尉
日
Ｉ
く
防
口
Ｑ
・
官
目
四
ｍ
四
四
勺
・
目
⑫

シ
里
Ｉ
シ
ヰ
ぽ
ゅ
、
昌
旨
則
①
自
切
四
℃
目

註
①
大
乗
各
派
が
否
定
し
た
「
有
」
と
は
喜
習
『
色
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

説
一
切
有
部
の
胃
鼠
の
は
ぐ
且
四
が
主
張
し
た
「
有
」
と
は
、
そ
の
名

が
示
す
通
り
、
⑳
胃
で
あ
る
。
砂
目
は
く
別
‐
の
現
在
分
詞
で
あ
り
、

「
在
り
つ
つ
あ
る
こ
と
」
「
作
用
し
て
あ
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。

有
部
の
主
張
し
た
「
有
」
と
は
決
し
て
現
象
界
の
奥
の
不
動
の
本
体

と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

②
何
故
に
名
・
句
・
文
の
順
番
に
記
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
述

、
へ
た
箇
所
を
阿
毘
達
磨
文
献
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た

だ
し
、
阿
毘
曇
心
論
、
雑
阿
毘
曇
心
論
、
阿
毘
曇
心
論
経
で
は
、
句

・
文
。
名
の
順
番
に
な
っ
て
い
る
。

③
名
を
想
と
す
る
定
義
は
入
阿
毘
達
磨
論
下
巻
に
も
見
ら
れ
る
。
即

ち
、
「
名
者
謂
色
等
想
」
（
大
二
八
・
九
八
八
上
）
。

④
水
野
弘
元
『
・
ハ
ー
リ
佛
教
を
中
心
と
し
た
佛
教
の
心
識
論
』
（
昭

和
三
九
年
、
山
喜
房
佛
害
林
、
東
京
）
四
○
一
頁
参
照
。

⑤
大
正
大
蔵
経
で
は
「
如
」
と
あ
る
が
、
横
山
紘
一
氏
の
教
示
に
従

っ
て
「
召
」
と
改
め
た
。
横
山
紘
一
「
佛
教
の
言
語
観
目
ｌ
名
義

を
中
心
と
し
て
ｌ
」
『
三
蔵
』
（
国
訳
一
切
経
印
度
撰
述
部
、
月

報
）
一
○
七
号
、
二
’
三
頁
。

⑥
名
（
Ｉ
想
、
音
声
を
と
も
な
わ
な
い
も
の
）
を
〈
〉
内
に
ひ
ら

か
な
で
記
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
発
話
（
音
声
）
を
〈
〉
内
に
カ

タ
カ
ナ
で
記
し
た
。
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⑦
文
（
音
声
を
と
も
な
わ
な
い
も
の
）
を
〈
〉
内
に
一
字
ず
つ
ひ

ら
か
な
で
記
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
単
音
（
音
声
）
を
〈
〉
内
に

一
宇
ず
つ
カ
タ
カ
ナ
で
記
し
た
。

③
阿
毘
曇
心
論
は
ご
勘
宮
口
餌
を
偶
や
経
の
よ
う
な
文
章
の
集
合
の

意
味
に
解
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
味
と
は
句
と
会
せ
る
事
の
広
説
な

り
。
偶
及
び
契
経
の
如
し
」
（
大
二
八
・
八
三
一
上
）

⑨
圃
呂
は
イ
ン
ド
文
法
家
の
用
語
法
で
は
単
語
を
指
す
。

⑩
こ
の
考
え
方
で
は
言
葉
の
起
源
は
擬
声
語
・
擬
態
語
中
に
求
め
ら

れ
る
。
擬
声
語
・
擬
態
語
の
中
に
人
間
の
言
葉
の
原
始
の
形
を
認
め

る
の
で
あ
る
。

⑪
イ
ン
ド
の
言
語
哲
学
に
お
い
て
も
こ
の
対
立
は
見
ら
れ
る
。
中
村

元
博
士
の
研
究
に
よ
る
と
、
カ
ー
テ
ィ
ャ
ー
ャ
ナ
、
パ
タ
ン
ジ
ャ
リ

は
語
の
音
声
と
対
象
と
の
結
合
関
係
を
常
住
不
変
な
も
の
と
考
え
た
。

ま
た
ミ
ー
マ
ン
サ
学
派
も
こ
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
自
然

論
に
当
る
。
。
ハ
ル
ト
リ
ハ
リ
も
語
の
音
声
と
対
象
と
の
対
応
関
係
を

常
住
・
無
始
・
非
人
為
的
と
考
え
、
両
者
の
結
合
関
係
を
便
宜
的
・

習
慣
的
（
３
日
“
昌
冨
）
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
人
盈
を
攻
撃
し
て
い

る
。
中
村
元
選
集
第
十
巻
「
イ
ン
ド
思
想
の
諸
問
題
』
三
八
二
’
三

頁
。

②
語
の
音
声
と
そ
の
対
象
と
の
窓
意
的
対
応
関
係
を
意
味
す
る
語
に

は
協
際
①
菌
も
あ
る
。
こ
の
語
は
北
伝
ア
ピ
ダ
ル
マ
で
は
シ
口
中

に
見
ら
れ
、
ま
た
南
伝
ア
ビ
ダ
ソ
マ
中
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
第

一
に
、
語
の
音
声
と
そ
の
対
象
と
の
対
応
関
係
を
表
わ
す
と
と
も
に
、

さ
ら
に
周
菌
‐
叩
騨
蔦
の
国
あ
る
い
は
］
○
百
‐
困
騨
の
３
と
熟
字
し
、

そ
の
よ
う
な
対
応
関
係
を
有
す
る
音
声
、
即
ち
言
葉
そ
の
も
の
の
意

味
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
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