
唯
識
学
派
は
、
認
識
対
象
が
識
の
作
用
と
は
別
に
実
在
す
る
と

考
え
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
な
ぜ
、
そ
う
考
え
る
こ
と
を
否
定
す

る
の
か
。
そ
の
否
定
の
意
図
は
何
か
。
一
見
素
朴
な
こ
の
疑
問
は
、

そ
の
外
見
程
に
は
、
容
易
に
解
消
さ
れ
な
い
。
そ
の
解
決
は
、
唯

識
を
修
習
す
る
菩
薩
の
琉
伽
行
の
思
想
を
、
い
か
に
体
系
的
に
把

握
す
る
か
、
或
は
、
諭
伽
行
に
お
け
る
修
習
対
象
と
し
て
の
「
法
」

を
、
い
か
に
理
解
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
深
く
係
わ
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
解
く
た
め
に
、
既
に
多
く
の
試
み
が
な
さ

れ
て
き
た
が
、
未
だ
明
確
な
解
答
は
確
立
し
て
い
な
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
今
、
改
め
て
、
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
み
た

い
。

そ
の
検
討
を
始
め
る
に
際
し
て
、
私
た
ち
は
ま
ず
、
そ
こ
で
そ

唯
識
説
に
お
け
る
法
と
琉
伽
行

は
じ
め
に

の
実
在
が
否
定
さ
れ
て
い
る
認
識
対
象
と
は
～
唯
識
説
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
、
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
認
識
対
象
は
、
そ
れ
を
認
識
す
る
認
識
機
能
に
応
じ
て
多
様

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
器
世
間
、
す
な
わ
ち
、
有
情
が
そ
の
中
に

生
存
す
る
場
と
し
て
の
世
界
を
、
認
識
対
象
の
一
例
と
し
て
と
り

上
げ
る
。
け
だ
し
、
そ
れ
は
唯
識
諭
書
に
お
い
て
屡
々
議
論
の
対

象
と
な
る
が
故
に
＄
私
た
ち
の
考
察
に
と
っ
て
、
好
個
の
対
象
と

な
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
に
は
、
西
蔵
大
蔵
経
中
に
存
す
る
、
世
親
の
二
十
論

及
び
安
慧
の
二
十
論
に
対
す
る
調
伏
天
（
ぐ
目
国
鳥
ぐ
餌
）
の
註
釈
を

中
心
に
し
、
大
乗
荘
厳
経
論
第
十
一
章
述
求
品
及
び
第
六
章
真
実

品
に
対
す
る
安
慧
の
註
釈
を
も
併
せ
用
い
る
。

「
唯
識
」
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
私
が
試
み
た
方
法

は
、
二
十
論
と
三
十
論
の
調
伏
天
の
註
釈
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
説

小

谷
信
千
代
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一
切
有
部
と
経
量
部
に
お
け
る
「
外
界
実
在
論
と
業
論
の
関
係
」

に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唯
識
説
に
お

け
る
「
外
界
非
実
在
論
と
ア
ー
ラ
ヤ
識
説
と
の
関
係
」
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
と
平
行
し
て
、
大
乗
荘
厳
経
論
の
安

慧
の
注
釈
に
従
っ
て
、
琉
伽
の
行
道
に
お
け
る
唯
識
説
の
意
義
を

も
考
察
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
。

一
応
の
結
論
を
先
に
述
兼
へ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
即
ち
、

世
親
が
識
の
作
用
以
外
に
「
も
の
」
（
胃
昏
四
）
を
否
定
し
た
こ
と

の
意
図
は
、
二
十
論
に
対
す
る
調
伏
天
の
註
釈
に
よ
る
と
、
識
の

作
用
を
離
れ
た
所
取
能
取
の
相
を
も
っ
た
も
の
を
否
定
す
る
こ
と

①

に
あ
る
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
識
の
作
用
を
離
れ

た
い
か
な
る
所
取
も
な
く
、
ま
た
、
そ
の
所
取
（
厳
密
に
い
え
ば
、

所
取
と
し
て
顕
現
し
て
い
る
識
の
作
用
）
を
把
え
る
能
取
な
る
も
の
も

存
在
し
な
い
。
っ
ま
り
、
識
の
作
用
を
離
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
客

観
的
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
「
も
の
」
（
胃
昏
騨
）
は
存
在
せ

ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
客
観
的
存
在
を
把
え
る
主
観
的
存
在
と

し
て
の
「
も
の
」
（
胃
昏
幽
）
も
存
在
し
な
い
。
こ
れ
が
、
外
界
の

実
在
を
否
定
し
て
「
唯
識
」
と
い
う
こ
と
を
説
く
意
図
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
唯
識
説
の
意
図
は
、
そ
れ
の
み

で
は
尽
く
さ
れ
な
い
。
唯
識
学
派
が
一
名
爺
伽
行
派
と
階
呼
ば
れ

る
以
上
、
「
唯
識
」
と
い
う
こ
と
は
、
球
伽
行
と
の
関
係
か
ら
も

吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
、
「
唯
識
」
と

い
う
こ
と
は
、
観
行
者
の
対
象
で
あ
る
教
法
と
の
関
係
に
お
い
て
、

説
か
れ
る
。
故
に
、
教
法
を
所
取
能
取
と
し
て
把
え
な
い
こ
と
が
、

「
唯
識
」
を
説
く
こ
と
の
意
図
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
調
伏
天
に
よ
っ
て
「
唯
識
」
が
右
の
よ
う
に
理

解
さ
れ
て
い
る
筋
道
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
調
伏
天

の
註
釈
に
よ
る
と
、
世
親
は
、
本
来
存
在
し
て
い
な
い
も
の
（
胃
‐

昏
四
）
が
、
あ
た
か
も
識
の
作
用
を
離
れ
て
存
在
す
る
か
の
如
く
に

立
ち
現
わ
れ
る
所
以
を
説
明
す
る
の
に
、
経
量
部
が
有
部
か
ら
批

判
的
に
継
承
し
た
業
の
因
果
論
を
さ
ら
に
批
判
的
に
援
用
し
て
い

②

る
よ
う
に
私
に
は
考
え
ら
れ
る
。

｜
有
部
の
外
界
実
在
論
に
対
す

る
唯
識
学
派
の
批
判

二
十
論
第
二
偶
に
は
、
境
な
し
に
識
の
作
用
が
あ
る
と
い
う
唯

識
説
に
対
し
て
、
四
種
の
反
論
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
反
論
に

対
し
て
、
世
親
は
第
三
偶
か
ら
第
四
偶
に
至
る
ま
で
に
お
い
て
一

点
答
釈
し
、
唯
識
を
証
成
す
る
。
就
中
、
第
四
偶
後
半
に
お
い
て
、

世
親
は
、
地
獄
の
譽
嚥
に
よ
っ
て
唯
識
を
総
括
的
に
説
明
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
有
部
に
よ
る
と
地
獄
は
自
然
的
な
実
在
の
世
界

の
如
く
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
世
親
に
よ
る
と
、
獄
卒
等
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は
、
実
在
し
な
い
け
れ
ど
も
、
罪
人
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
が
前
世
で
行

っ
た
業
の
異
熟
果
と
し
て
成
熟
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ

③

て
い
る
。
し
か
し
、
世
親
自
身
の
こ
の
説
明
か
ら
は
、
獄
卒
等
の

存
在
が
異
熟
果
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が

十
分
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
関
係
を
調
伏
天
は
、

か
れ
ら
〔
地
獄
の
罪
人
〕
が
過
去
に
作
っ
た
苦
を
受
く
べ
き

業
か
ら
、
そ
の
異
熟
〔
果
〕
が
現
前
す
る
時
に
、
獄
卒
と
犬

と
烏
と
鉄
山
と
瓶
と
大
釜
等
と
し
て
の
「
識
性
（
ｇ
四
日
‐
忌
瑞

紗
、
‐
冒
劃
ｅ
」
が
生
じ
、
そ
し
て
獄
卒
等
に
変
化
し
て
欺
く

が
故
に
、
か
れ
ら
地
獄
の
罪
人
た
ち
は
、
苦
受
を
感
ず
る
の

で
あ
る
。

④

と
註
釈
し
て
い
る
。
こ
の
註
釈
か
ら
、
業
の
異
熟
果
が
現
前
す
る

時
に
、
「
識
性
」
が
獄
卒
等
の
も
の
と
し
て
生
ず
る
こ
と
が
、
理⑤

解
さ
れ
る
。
「
識
性
」
と
い
う
語
は
山
口
益
博
士
の
訳
語
で
あ
り
、

原
語
と
し
て
ぐ
言
目
鼻
ぐ
ゅ
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
山
口
博
士
は
、

そ
の
訳
註
に
国
百
目
鼻
ぐ
ゅ
を
説
明
し
て
、
「
そ
の
識
性
と
は
、

識
の
阿
毘
達
磨
的
名
義
釈
の
示
す
胃
Ｐ
武
く
儲
昌
塑
ぐ
昔
恩
威
（
境
と

し
て
顕
現
す
る
作
用
）
、
即
ち
記
識
性
と
い
ふ
識
作
用
の
対
象
と
し

て
の
顕
現
的
性
格
を
、
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
」
と
言
わ
れ
て
い

る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
識
の
阿
毘
達
磨
的
名
義
釈
は
、
砲
国
目
騨
目

校
訂
の
シ
ヴ
言
Ｑ
ｇ
Ｈ
目
鼻
○
段
留
鳥
．
目
①
鴬
で
は
、
ぐ
言
劃
国
目

⑥

冒
鼻
耳
管
四
宮
唇
と
な
っ
て
い
る
が
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
変
わ

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
い
ま
、
Ｈ
ロ
四
目
も
胃
の
①
の
‐
冨
昌
呉
識

性
）
を
く
昔
目
鼻
ぐ
ゅ
と
理
解
し
、
シ
ご
宮
烏
閏
目
鼻
○
３
の
定
義

に
従
っ
て
、
そ
れ
を
ご
言
目
色
が
対
象
を
表
象
せ
し
め
る
識
の
作

用
で
あ
る
、
と
考
え
る
な
ら
、
調
伏
天
は
、
「
業
の
異
熟
果
が
現

前
す
る
時
に
、
対
象
と
し
て
顕
現
す
る
識
の
作
用
が
生
ず
る
、
つ

ま
り
、
異
熟
果
が
現
前
す
る
時
に
、
獄
卒
や
地
獄
の
釜
等
の
器
世

間
も
識
の
顕
現
と
し
て
生
ず
る
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
世
親
の
意

図
を
補
足
的
に
註
釈
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

調
伏
天
が
、
こ
の
よ
う
に
、
異
熟
果
の
現
前
す
る
こ
と
と
器
世

間
の
生
起
と
を
関
係
づ
け
て
考
え
た
背
景
に
窺
わ
れ
る
の
は
、
世

親
の
三
十
頌
に
お
い
て
、
「
現
在
の
生
が
減
し
た
時
に
、
い
か
に

し
て
未
来
の
生
が
連
続
す
る
か
、
を
説
明
す
る
」
第
十
九
偶
と
、

「
現
在
の
生
に
お
い
て
、
い
か
に
し
て
ア
ー
ラ
ヤ
識
か
ら
諸
転
識

が
生
ず
る
か
、
を
説
明
す
る
」
第
十
八
偶
と
い
う
一
連
の
偶
に
よ

っ
て
示
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
ア
ー
ラ
ャ
識
縁
起
説
が
考
慮
さ
れ
て

⑦

い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は
、
そ
れ
ら
二
偶
を
統

一
的
に
説
明
づ
け
て
い
る
「
異
熟
果
に
し
て
、
か
つ
器
世
間
の
生

起
の
因
で
も
あ
る
」
ア
ー
ラ
ヤ
識
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
、
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
と
に
「
過
去
の
異
熟
が
尽
き
た
時
に
、
業
の

習
気
が
二
取
の
習
気
と
と
も
に
、
さ
ら
に
別
の
異
熟
で
あ
る
ア
ー
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ラ
ヤ
識
を
生
ず
る
。
」
と
い
う
第
十
九
偶
に
対
し
て
、
調
伏
天
は
、

「
異
熟
果
が
引
発
さ
れ
る
場
合
、
業
の
習
気
は
、
そ
れ
を
引
発
す

る
も
の
で
は
あ
る
が
、
所
取
能
取
の
習
気
を
離
れ
て
、
単
独
で
異

⑧

熟
果
を
引
発
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
註
釈
す
る
。
そ
れ
故
、

主
観
的
客
観
的
存
在
を
生
起
す
る
能
所
二
取
の
習
気
は
、
異
熟
果

が
現
前
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
調
伏
天
に
従
っ
て
、
偶
の
意
味
を
補
足
し
つ
つ
読

め
ば
、
世
親
に
お
い
て
は
、
異
熟
果
が
現
前
す
る
時
に
は
、
全
て

の
存
在
が
、
つ
ま
り
有
情
世
間
も
器
世
間
も
全
て
が
、
必
ず
備
わ

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
故
、
前
の
異
熟
果
と
後
の
異
熟
果

と
を
結
ぶ
全
て
の
種
子
を
備
え
た
ア
ー
ラ
ャ
識
か
ら
、
そ
れ
ら
両

世
間
は
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
以
上

の
よ
う
に
、
調
伏
天
の
註
釈
に
従
っ
て
二
十
論
に
お
け
る
獄
卒
等

な
る
器
世
間
と
業
と
の
関
係
を
考
え
る
時
、
私
た
ち
は
、
そ
の
関

係
が
有
部
に
お
け
る
器
世
間
と
業
と
の
関
係
に
、
非
常
に
類
似
し

て
い
る
こ
と
を
感
ず
る
。
し
か
し
、
ま
た
そ
の
反
面
、
何
か
異
質

な
る
も
の
を
も
感
ず
る
。
何
が
類
似
し
、
何
処
が
異
な
っ
て
い
る

の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
類
似
性
と
相
違
性
は
何
を
意
味
し
て
い
る

の
か
。
暫
く
、
そ
れ
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

⑨

有
部
に
お
い
て
も
、
世
間
は
業
の
果
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
有

⑩

情
世
間
は
業
の
異
熟
果
で
あ
り
、
器
世
間
は
業
を
能
作
因
と
す
る

⑪

増
上
果
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
称
友
（
園
曾
日
胃
曾
）
は
、
器

世
間
が
異
熟
果
と
は
認
め
ら
れ
な
い
理
由
を
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

器
世
間
は
、
善
不
善
の
業
よ
り
生
じ
た
無
記
の
も
の
で
は
あ

る
が
、
異
熟
果
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
異
熟
は⑫

有
情
〔
世
間
〕
に
関
し
て
の
み
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。

し
た
が
っ
て
、
器
世
間
は
業
よ
り
生
じ
た
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど

も
、
器
世
間
の
存
在
に
と
っ
て
＄
業
は
、
た
だ
能
作
因
の
役
割
を

担
う
の
み
で
あ
る
。
能
作
因
は
、
と
旨
己
９
吋
目
鳥
○
獣
で
は
、
そ

れ
の
果
で
あ
る
も
の
を
除
く
全
て
の
存
在
を
指
し
、
そ
の
果
が
生

ず
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
と
い
う
点
で
の
み
、
そ
の
果
の
生
起
に
関

⑬

わ
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
原
因
の
一
つ
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
器
世
間
の
生
起
の
因
に
、
有
部
が
、

能
作
因
と
い
う
原
因
し
か
割
り
当
て
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
唯
識
学
派
に
お
い
て
は
↑
三
十
頌
第
十
偶
に

つ
い
て
の
安
慧
の
論
に
対
す
る
調
伏
天
の
註
釈
に
お
い
て
既
に
見

た
如
く
、
業
の
習
気
即
ち
異
熟
因
は
異
熟
果
を
引
発
す
る
も
の
で

は
あ
る
け
れ
ど
も
、
異
熟
果
が
生
起
す
る
場
合
に
は
、
所
取
能
取

の
二
法
を
生
起
せ
し
め
る
原
因
で
あ
る
、
そ
れ
ら
二
取
の
習
気
が

必
ず
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

器
世
間
は
、
こ
の
二
取
の
習
気
を
原
因
と
し
て
生
起
す
る
。
そ
し

て
、
そ
の
二
取
の
習
気
が
、
異
熟
の
因
と
果
の
相
続
、
即
ち
ア
ー
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ラ
ヤ
識
の
相
続
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と

が
、
三
十
頌
第
十
八
、
十
九
個
の
ま
さ
し
く
め
ざ
す
所
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
所
取
能
取
の
二
取
を
破
壊
す
る
こ
と
は
、
二
十
論
壁
頭

に
調
伏
天
も
註
記
す
る
如
く
、
ま
さ
に
唯
識
説
の
目
標
と
す
る
所

⑭

（
冒
畠
ｏ
茜
冒
秒
）
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
別
の
所
で
、
一
滴
の
膿

も
な
く
て
も
餓
鬼
に
は
膿
で
充
ち
た
河
が
あ
る
と
見
え
る
の
は
、

⑮

「
業
の
異
熟
に
よ
っ
て
彼
ら
は
そ
れ
を
見
る
の
で
あ
る
。
」
と
言
わ

れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
も
、
有
部
に
お
い
て
器
世
間
が
生

起
す
る
場
合
の
因
と
考
え
ら
れ
て
い
た
能
作
因
は
、
殆
ん
ど
そ
の

因
と
し
て
の
存
在
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
唯
識
学

派
に
お
い
て
は
、
器
世
間
の
生
起
の
因
に
対
し
て
、
有
部
の
説
く

能
作
因
に
代
え
て
、
二
取
の
習
気
と
い
う
、
こ
の
学
派
に
お
い
て

は
最
も
重
要
な
既
念
を
割
り
当
て
て
い
る
。
そ
れ
は
、
何
故
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
有
部
の
法
理
論
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

新
た
に
展
開
さ
れ
た
唯
識
派
独
自
の
法
理
論
に
よ
る
、
と
考
え
ら

れ
る
が
、
こ
の
疑
問
は
、
い
ま
は
暫
く
保
留
し
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
業
、
或
は
二
取
の
習
気
か
ら
生
起
し
た
器
世
間
と

は
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
関
し
て
世
親
は
、
二

十
論
第
六
、
七
偶
に
経
量
部
の
外
界
実
在
論
を
批
判
し
つ
つ
説
明

し
て
い
る
。
ま
ず
、
そ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
経
量
部
の
外
界
実
在
論
に

対
す
る
唯
識
学
派
の
批
判

経
量
部
は
、
地
獄
の
罪
人
の
業
よ
り
ま
ず
物
質
的
要
素
で
あ
る

大
種
が
生
じ
、
そ
の
大
種
が
転
変
し
て
或
る
特
定
の
状
態
に
な
っ

た
大
種
が
、
獄
卒
等
と
し
て
生
起
し
、
そ
れ
を
見
て
罪
人
に
恐
怖

が
生
ず
る
、
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
獄
卒
等
の
器
世
間
は
、
業
か

ら
生
じ
た
或
る
特
定
の
大
種
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
世
親
は
、
大
種
の
転
変
を
認
め
る
ぐ
ら
い
な

ら
～
な
ぜ
識
が
そ
の
よ
う
に
転
変
す
る
と
考
え
な
い
の
か
、
と
反

論
す
る
。
世
親
が
大
種
の
転
変
を
認
め
な
い
理
由
は
、
調
伏
天
に

よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

獄
卒
等
の
器
世
間
に
よ
っ
て
、
地
獄
の
罪
人
が
恐
怖
を
抱
く

の
は
、
た
だ
そ
の
獄
卒
等
の
器
世
間
、
即
ち
特
定
の
大
種
が

存
在
し
て
い
る
こ
と
の
み
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
認

識
す
る
こ
と
ａ
目
鴨
‐
窟
《
§
巴
Ｐ
ｇ
ｇ
に
よ
っ
て
生
ず
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
獄
卒
等
の
も
の
に
関
し
て
、
彼
に
識
が

生
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
ち
、
業
に
よ
っ
て
識
が
転
変
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
恐
怖
が
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う

い
う
特
定
の
大
種
の
存
在
は
、
恐
怖
が
生
ず
る
こ
と
に
関
し

て
、
何
ら
必
然
性
を
も
た
な
い
。
或
は
ま
た
、
業
か
ら
そ
の
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果
と
し
て
大
種
が
転
変
す
る
、
と
考
え
る
場
合
、
業
の
習
気

は
識
の
相
続
中
に
存
在
し
、
そ
の
果
で
あ
る
大
種
は
識
の
相

続
の
外
に
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
業
の
習

気
を
内
包
す
る
識
の
相
続
の
上
に
こ
そ
、
そ
の
果
で
あ
る
獄

卒
等
の
器
世
間
は
存
在
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
識
の
相
続
の
外

に
あ
る
大
種
の
上
に
器
世
間
が
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
は
、

⑯

業
の
因
果
論
に
矛
盾
す
る
。
（
取
意
）

以
上
の
よ
う
な
唯
識
派
か
ら
の
反
論
に
対
し
て
、
経
量
部
は
次
の

よ
う
に
答
釈
す
る
。

習
気
と
そ
の
果
が
別
々
の
所
に
存
在
す
る
こ
と
は
不
合
理
で

は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
経
典
に
も
、
「
色
等
の
十
処
あ
り
」

と
、
根
と
境
の
存
在
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

・
る
。
そ
れ
故
、
眼
識
等
の
因
で
あ
る
色
等
は
、
識
と
は
別
に

存
在
す
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
地
獄
の
罪
人
の
眼
等
の
識
の

因
で
あ
る
特
殊
な
大
種
、
す
な
わ
ち
獄
卒
等
の
器
世
間
は
存

在
す
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
そ
の
大
種
な
る
器
世
間
が
業

の
習
気
を
内
包
し
た
識
の
相
続
と
は
別
の
処
に
あ
る
の
か
、

と
云
え
ば
、
こ
の
特
殊
な
大
種
は
、
業
の
増
上
果
で
あ
っ
て
、

異
熟
果
で
も
等
流
果
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
異
熟

果
や
等
流
果
で
あ
れ
ば
、
因
な
る
業
の
習
気
と
そ
の
生
ず
る

境
を
等
し
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
増
上
果
で
あ
れ
ば
、

種
子
と
そ
の
果
の
生
ず
る
境
と
が
等
し
い
も
の
で
な
く
て
も
、

⑰

差
し
支
え
が
な
い
。
（
取
意
）

調
伏
天
に
よ
れ
ば
、
経
量
部
は
識
の
転
変
説
を
認
め
て
い
る
。

然
し
、
器
世
間
の
生
起
に
関
し
て
は
、
大
種
の
転
変
を
そ
の
因
と

考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
大
種
は
、
業
の
増
上
果
で
あ
る
、
と
さ

れ
て
い
る
か
ら
、
経
量
部
に
お
い
て
も
、
有
部
に
お
い
て
と
同
じ

く
、
器
世
間
に
対
し
て
、
業
は
能
作
因
と
い
う
原
因
と
し
て
し
か

認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
他
方
、
唯
識
学
派
に
お
い
て
は
、
業
と
果

の
関
係
と
し
て
の
異
熟
因
異
熟
果
、
同
類
因
等
流
果
、
能
作
因
増

上
果
の
関
係
の
中
、
能
作
因
増
上
果
の
関
係
は
姿
を
消
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
今
の
場
合
で
は
、
根
と
境
と
の

二
処
の
存
在
に
関
す
る
経
量
部
の
実
有
説
を
斥
け
て
、
調
伏
天
は

「
色
と
し
て
顕
現
す
る
眼
の
ぐ
昔
眉
陣
が
、
異
熟
習
気
と
い
う
成

⑱

熟
し
た
自
ら
の
種
子
か
ら
生
ず
る
、
云
々
」
と
註
釈
し
て
い
る
。

あ
る
い
は
ま
た
、
三
十
頌
に
対
す
る
安
慧
の
論
の
中
に
、
ア
ー
ラ

ャ
識
に
こ
そ
異
熟
習
気
と
等
流
習
気
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
、
と

⑲

言
わ
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
器
世
間
の
生
起
の
因
と
し
て
、
有
部
や
経
量
部

が
振
り
当
て
て
い
た
原
因
、
す
な
わ
ち
能
作
因
は
、
唯
識
学
派
に

お
い
て
は
、
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
に
か
わ
っ
て
、
唯
識
学
派
で
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
所
取
能

50



取
の
二
取
の
習
気
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
登
場
せ
し

め
た
も
の
は
何
か
。
…
：
・
そ
れ
は
↑
有
部
や
経
量
部
で
は
、
と

う
て
い
容
認
せ
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
仕
方
で
の
法

（
号
肖
日
煙
）
の
洞
察
で
あ
っ
た
。
唯
識
学
派
で
は
法
を
ど
の
よ
う

に
考
え
た
か
。
以
下
に
そ
の
こ
と
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

三
唯
識
学
派
に
お
け
る
法
の

洞
察
と
二
取
の
習
気

唯
識
学
派
は
、
世
尊
が
「
色
等
の
処
は
あ
る
」
と
説
か
れ
た
の

は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
教
化
さ
れ
る
人
々
に
対
し
て
、
特
殊
な
意
図

を
も
っ
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
未
了
義
で
あ
っ
て
了

⑳

義
の
教
え
で
は
な
い
、
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
唯
識
学
派
は
、
そ

の
場
合
の
了
義
の
教
え
と
は
、
色
等
の
内
外
十
二
処
が
有
る
と
説

か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
こ
と
、
即
ち
、
そ
れ
ら
内
外

の
十
二
処
を
離
れ
て
自
我
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
（
人
無
我
）

を
示
す
も
の
で
あ
る
、
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
教
法
を
こ
の
よ

う
に
解
釈
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
法
そ

の
も
の
を
も
、
そ
の
解
釈
の
対
象
に
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
教
法

と
し
て
説
か
れ
た
事
物
（
五
穂
十
二
処
十
八
界
等
の
法
）
は
、
そ
れ
と

文
字
通
り
対
応
す
る
実
体
を
、
そ
の
意
味
内
容
と
す
る
も
の
、
即

ち
「
法
」
と
し
て
、
厳
格
に
伝
持
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
実

体
化
さ
れ
枠
づ
け
ら
れ
た
法
に
対
し
て
、
唯
識
学
派
は
「
法
無
我
」

と
い
う
考
え
方
を
も
っ
て
批
判
を
加
え
た
。

こ
こ
で
暫
く
、
「
法
無
我
」
と
い
う
場
合
の
法
に
つ
い
て
吟
味

し
て
お
き
た
い
。
周
知
の
如
く
、
初
期
佛
教
の
法
の
意
味
は
、
ガ

イ
ガ
ー
夫
妻
に
よ
っ
て
、
法
則
（
§
ぬ
ｏ
の
間
の
目
）
・
教
法
（
日
の
馬
胃
①
）

，
真
理
（
巳
。
弓
農
昌
①
ｓ
・
経
験
的
事
物
（
巳
の
①
日
凰
且
“
号
①
目
品
の
）

の
四
種
に
大
別
さ
れ
て
い
る
。
金
倉
円
照
博
士
は
、
こ
の
分
類
に

従
っ
て
研
究
さ
れ
、
教
法
と
経
験
的
事
物
と
し
て
の
意
味
が
、
佛

教
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
博

士
は
、
教
法
と
し
て
の
法
と
経
験
的
事
物
と
し
て
の
法
の
関
係
を
、

「
物
、
要
素
、
実
体
等
（
の
経
験
的
事
物
）
と
し
て
の
法
の
考
え
も
、

要
す
る
に
哲
学
的
教
義
の
発
展
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
言
え
ば
、

広
義
の
教
え
（
教
法
）
に
包
摂
せ
ら
れ
る
。
と
同
時
に
、
広
義
の
教

え
は
ま
た
、
部
分
的
な
り
全
体
的
な
り
に
、
こ
れ
ら
（
経
験
的
事
物

と
し
て
の
）
法
の
見
方
に
よ
っ
て
支
持
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

⑳る
・
」
（
カ
ッ
コ
は
筆
者
の
補
足
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
「
教
法
」
と
「
経
験
的
事
物
」
と
し
て
の
法
は
、
相
互
に
包

摂
し
支
持
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
い
う
点
で
、
「
法
」
と
い

■
●
●
●
■
の
■
■
●
。
●
●

う
一
つ
の
語
で
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。
そ

し
て
い
ま
、
わ
れ
わ
れ
が
問
題
と
し
て
い
る
、
唯
識
説
に
お
け
る

「
法
無
我
」
の
法
の
意
味
も
、
博
士
が
佛
教
固
有
の
も
の
と
さ
れ
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た
、
そ
れ
ら
二
つ
の
意
味
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に

唯
識
説
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
二
つ
の
意
味
の
法
が
、
ど
の
よ
う
に

⑳

説
か
・
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
「
教
法
」
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
大
乗
荘
厳
経
論
第

六
章
真
実
品
第
六
個
以
下
の
五
偶
は
、
資
糧
道
か
ら
究
寛
道
に
至

る
五
種
の
琉
伽
地
を
説
く
。
そ
の
中
、
資
糧
道
を
説
く
第
六
偶
に

は
、
菩
薩
が
ど
の
よ
う
に
し
て
爺
伽
行
に
悟
入
し
て
ゆ
く
か
、
が

示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
「
教
法
」
と
爺
伽
行
の
関
係
が
伺
え

る
。
偶
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

菩
薩
は
、
智
慧
と
福
徳
の
資
紐
を
辺
際
に
至
る
ま
で
聚
め
お

わ
っ
て
、
諸
法
を
考
察
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
心
が
よ
く
定

ま
っ
た
者
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
境
と
い
う
在
り
方
は
、
心

の
分
別
（
意
言
・
目
四
コ
。
芭
冨
）
に
依
る
も
の
で
あ
る
、
と
理
解

す
る
。

こ
こ
に
は
、
菩
薩
が
初
め
て
唯
識
を
理
解
す
る
場
合
に
、
そ
れ
を

ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
が
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
菩
薩

は
諸
法
を
考
察
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
心
が
よ
く
定
ま
っ
た
者
と

な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
号
胃
目
①
“
屋
・
旨
副
呂
負
昌
鮮
岸
少
芽
弾
）
、

唯
識
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
安
慧
は
、
「
諸
法
を

考
察
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
心
が
よ
く
定
ま
っ
た
者
と
な
る
こ

と
」
を
次
の
よ
う
に
註
釈
し
て
い
る
。

福
徳
と
智
慧
の
資
糧
を
聚
め
る
に
し
た
が
っ
て
、
彼
は
、
無

常
・
苦
・
空
・
無
我
を
修
習
す
る
三
昧
に
よ
っ
て
、
十
二
分

教
な
る
諸
法
を
、
無
常
・
苦
・
空
・
無
我
と
考
察
し
決
択
す

る
が
故
に
、
無
常
・
苦
・
空
・
無
我
の
境
に
関
し
て
、
疑
い

た
め
ら
う
こ
と
が
な
く
な
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
、
「
諸
法
を

考
察
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
心
が
よ
く
定
ま
っ
た
者
と
な
る

⑳

こ
と
」
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
菩
薩
が
爺
伽
行
に
お
い
て
唯
識
を
理
解
す
る
こ
と

の
第
一
段
階
は
、
諸
法
を
考
察
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
心
を
よ
く

定
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
無
常
・
苦
・
空
・
無
我

を
修
習
す
る
三
昧
に
よ
っ
て
、
十
二
分
教
な
る
諸
法
を
無
常
・

苦
・
空
・
無
我
で
あ
る
、
と
考
察
し
決
択
す
る
こ
と
に
よ
る
。
同

様
に
、
第
十
一
章
述
求
品
に
安
慧
は
、

所
説
の
法
な
る
十
二
分
教
も
、
世
尊
に
よ
っ
て
名
・
句
・
文

と
い
う
仕
方
で
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
説
か
れ
て
い
る
通

⑳

り
に
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
幻
の
如
く
で
あ
る
。

と
も
述
語
へ
て
い
る
。

一
方
、
「
経
験
的
事
物
」
と
し
て
の
法
に
関
し
て
は
、
同
じ
く

大
乗
荘
厳
経
論
述
求
品
に
安
慧
は
、

菩
薩
は
、
見
道
に
お
い
て
、
法
無
我
に
通
達
す
る
。
五
蒋
そ

の
も
の
も
ま
た
、
夢
中
の
色
と
同
様
、
存
在
し
な
い
、
と
通

貝0
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⑳

達
す
る
か
ら
で
あ
る
。

と
言
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
同
じ
く
述
求
品
の
次
の
よ
う
な
偶
頌

は
、
「
経
験
的
事
物
」
に
お
け
る
法
無
我
が
、
「
教
法
」
に
お
け

る
法
無
我
と
、
分
か
ち
が
た
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の

と
し
て
、
注
意
す
尋
へ
き
で
あ
ろ
う
。

最
も
賢
明
な
る
諸
佛
た
ち
に
よ
っ
て
、
諸
行
は
幻
、
夢
、
陽

炎
、
鏡
中
の
影
像
の
如
く
、
影
、
反
響
の
如
く
、
水
中
の
月

影
の
如
く
、
ま
た
変
化
（
巳
儲
日
：
四
）
に
等
し
い
も
の
と
し
て
↑

⑳

知
る
べ
き
で
あ
る
、
と
随
所
に
説
か
れ
て
い
る
。
・
・
…
．

こ
の
偶
を
、
世
親
は
次
の
よ
う
に
註
釈
し
て
い
る
。

世
尊
に
よ
っ
て
、
諸
法
は
幻
の
如
し
、
乃
至
、
変
化
の
如
し
、

と
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
、
幻
の
如
き
諸
法
と
は
六

内
処
の
こ
と
で
あ
る
。
我
と
か
命
者
等
が
存
在
し
な
い
の
に
、

そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
に
顕
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。

夢
の
如
き
〔
諸
法
〕
と
は
、
六
外
処
の
こ
と
で
あ
る
。
：
．
…

⑳

反
響
の
如
き
〔
諸
法
〕
と
は
、
所
説
の
法
で
あ
る
。
。
：
．
：

こ
こ
で
は
、
十
二
処
等
の
「
経
験
的
事
物
」
と
し
て
の
法
に
お
け

る
無
我
を
説
く
と
共
に
、
所
説
の
法
（
号
蟹
呂
目
閏
昌
四
）
即
ち
「
教

法
」
と
し
て
の
法
の
無
我
を
も
説
い
て
い
る
。
所
説
の
法
が
反
響

の
如
き
も
の
で
あ
る
所
以
を
、
安
慧
は
、

所
説
の
法
は
全
て
反
響
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

反
響
も
、
〔
そ
の
〕
音
を
自
性
と
す
る
も
の
と
し
て
は
存
在

や
列

し
な
い
が
、
耳
の
対
境
と
な
っ
て
、
耳
に
き
こ
え
る
こ
と
ヵ

あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
＄
如
来
は
、
あ
る
限
り
の
一
切
の
法

を
説
き
給
う
た
が
、
〔
そ
れ
ら
は
説
か
れ
た
〕
通
り
に
は
存

在
し
な
い
け
れ
ど
も
、
耳
の
対
境
と
な
っ
て
、
耳
に
き
く
こ

⑳

と
が
で
き
る
か
ら
、
反
響
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

と
説
明
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
世
尊
は
、
五
瀧
十
二
処
等
の
一

切
法
を
、
夢
幻
の
如
き
も
の
と
説
か
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の

よ
う
に
説
か
れ
た
教
法
そ
の
も
の
も
ま
た
、
夢
幻
の
如
き
も
の
と

理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
諭
し
て
お
ら
れ
る
、
と

い
う
の
が
こ
の
偶
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ

は
唯
識
学
派
に
お
け
る
「
法
」
の
概
念
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で

美
こ
う
（
》
○

唯
識
学
派
に
お
け
る
「
法
」
の
概
念
に
、
深
く
立
ち
入
る
に
は
、

現
在
の
筆
者
は
あ
ま
り
に
も
準
備
不
足
で
あ
る
が
、
た
だ
、
そ
れ

を
理
解
す
る
契
機
と
し
て
、
述
求
品
の
第
五
偶
乃
至
七
偶
の
所
論
、

及
び
そ
の
安
慧
釈
を
、
こ
こ
に
例
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

思
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
い
さ
さ
か
考
察
を
加
え

て
み
た
い
。
そ
の
第
五
乃
至
第
七
偶
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、

菩
薩
行
を
修
習
す
る
行
者
に
と
っ
て
、
「
ど
の
よ
う
な
所
縁
が
現

前
す
る
か
」
と
い
う
こ
と
が
、
「
行
者
が
所
縁
を
い
か
に
考
察
す

貝q
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る
か
、
或
は
簡
択
す
る
か
」
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
、
と

⑳

い
う
こ
と
で
あ
る
。
少
し
説
明
を
加
え
よ
う
。
行
者
に
現
前
す
る

所
縁
と
は
、
法
と
い
う
所
縁
、
内
の
所
縁
、
外
の
所
縁
、
内
外
両

者
の
真
如
と
い
う
所
縁
の
四
種
で
あ
る
。
内
の
所
縁
と
は
、
五
瀧
、

或
は
眼
乃
至
意
の
内
の
六
処
を
意
味
す
る
。
外
の
所
縁
は
、
色
乃

至
法
の
外
の
六
処
を
意
味
す
る
。
外
の
所
縁
は
、
球
伽
行
の
忍

（
原
目
は
）
の
位
に
お
い
て
、
内
の
所
縁
は
、
世
第
一
法
（
盲
目
房
騨
‐

騨
唱
四
目
間
目
鯉
）
の
位
に
お
い
て
、
内
外
両
者
の
真
如
と
い
う
所
縁

は
、
初
地
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
獲
得
せ
ら
れ
る
、
つ
ま
り
、
行

者
の
上
に
現
前
す
る
。
こ
れ
ら
の
所
縁
、
及
び
そ
れ
ら
が
ど
の
よ

う
に
し
て
爺
伽
行
に
お
い
て
獲
得
せ
ら
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に

関
す
る
詳
論
は
さ
て
お
き
、
こ
こ
で
特
に
注
意
す
、
へ
き
こ
と
は
、

「
そ
れ
ら
内
の
所
縁
等
の
三
の
所
縁
が
そ
の
よ
う
に
現
前
す
る
こ

と
は
、
法
と
い
う
所
縁
を
行
者
が
い
か
に
獲
得
す
る
か
、
と
い
う

こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

法
を
、
安
慧
は
、

こ
の
場
合
、
法
と
い
う
語
は
十
二
分
教
を
指
す
。
と
い
う
の

は
、
そ
れ
ら
は
全
て
〔
聞
思
修
の
〕
三
慧
の
所
縁
と
さ
れ
る

所
の
対
境
と
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い

は
、
法
と
い
う
の
は
大
乗
の
諸
経
を
指
す
。
つ
ま
り
、
そ

れ
は
、
利
根
の
菩
薩
に
よ
っ
て
は
所
縁
と
さ
れ
る
、
と
考
え

ら
れ
る
が
、
全
て
の
人
の
所
縁
と
さ
れ
る
よ
う
な
対
境
と
は

〔
考
え
ら
れ
〕
な
い
。
あ
る
い
は
、
法
と
い
う
の
は
雑
染
と

⑳

清
浄
の
法
を
指
す
。
：
…
．

と
註
釈
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
菩
薩
が
琉
伽
行
に
お
い
て
修

習
す
る
対
象
と
し
て
の
法
が
、
十
二
分
教
や
大
乗
経
典
と
い
う

「
教
法
」
で
あ
り
、
或
は
、
雑
染
と
清
浄
の
法
と
い
う
「
経
験
的

事
物
」
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
教
法
」
或
は
「
経

験
的
事
物
」
と
し
て
の
法
を
、
菩
薩
が
そ
の
聡
伽
行
に
お
い
て
、

い
か
に
体
得
し
て
ゆ
く
か
、
と
い
う
「
法
」
の
体
得
の
し
ゞ
ヘ
ル
に

応
じ
て
、
内
外
の
所
縁
が
、
そ
の
菩
薩
に
対
境
と
な
っ
て
現
前
す

る
。
こ
の
よ
う
に
、
行
者
に
現
わ
れ
る
対
境
は
＄
燕
伽
行
に
お
け

る
「
法
」
の
体
得
に
不
可
分
に
関
係
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
「
法
無
我
」
は
、
こ
の
「
法
」
の
体
得
と
関
係
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
法
」
を
体
得
す
る
行
を
修
習
す
る
爺
伽
行

者
を
、
覚
賢
（
罰
ａ
ご
言
且
国
）
は
、

か
れ
ら
（
琉
伽
行
者
）
は
、
「
勝
者
子
よ
、
三
界
は
唯
心
な

り
、
三
世
は
唯
心
な
り
」
と
説
く
聖
教
の
目
的
が
法
（
ｇ
留
砂
．

目
○
の
も
。
）
に
相
応
す
る
よ
う
に
、
如
理
作
意
辱
○
昌
響
日
色
目
め
］
‐

圃
国
）
を
以
て
行
ず
る
が
故
に
、
球
伽
行
者
、
即
ち
如
理
作

⑪

意
爺
伽
行
者
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
法
」
と
は
、
五
湖
十
二
処
等

54



⑫

の
事
物
を
指
す
、
と
考
え
ら
れ
る
。
聖
教
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

佛
所
証
の
法
な
る
法
性
法
界
を
因
と
す
る
等
流
の
法
で
あ
る
が
、

五
悪
十
二
処
等
の
事
物
も
、
そ
の
聖
教
を
離
れ
て
は
な
い
も
の
で

あ
る
か
ら
、
同
じ
く
等
流
の
法
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
職
伽
行
と

は
、
そ
れ
ら
等
流
の
法
に
と
っ
て
、
「
三
界
は
唯
心
な
り
」
と
説
く

聖
教
の
目
的
が
、
相
応
す
る
よ
う
に
、
正
し
く
思
惟
す
る
こ
と
で

あ
る
。
聖
教
の
目
的
（
旨
早
唱
§
ロ
）
と
は
、
佛
所
証
の
法
で
あ
り
、

法
性
法
界
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
諸
法
を
教
法
と
し
て

こ
の
世
間
に
等
流
せ
し
め
る
に
至
っ
た
原
因
で
あ
る
、
佛
所
証
の

法
、
法
性
法
界
を
正
し
く
思
惟
す
る
こ
と
が
、
爺
伽
行
で
あ
る
。

安
慧
は
、
別
の
所
で
、
等
流
の
法
を
「
諸
佛
が
人
法
二
無
我
を

⑬

証
得
し
て
説
か
れ
た
法
で
あ
る
十
二
分
教
」
と
註
釈
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
目
下
の
所
論
に
あ
わ
せ
て
、
「
人
無
我
」
は
さ
て

お
き
、
「
法
無
我
」
の
み
を
と
り
上
げ
れ
ば
、
十
二
分
教
等
の
聖

教
に
お
け
る
諸
法
を
礒
伽
行
者
が
修
習
の
対
象
と
す
る
場
合
、
行

者
が
、
そ
れ
ら
諸
法
の
上
に
、
佛
の
証
得
内
容
と
し
て
の
「
法
無

我
」
を
、
正
し
く
思
惟
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
爺
伽
行
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
爺
伽
行
者
が
諸
法
を
正
し
く
思
惟

す
る
仕
方
も
、
「
法
無
我
」
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
、
法
の
正
し
い
思
惟
の
仕
方
と
は
、
法
に
お
い

て
、
佛
所
証
の
法
即
ち
法
性
法
界
を
思
惟
す
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
唯
識
学
派
の
「
法
無
我
」
の
理

論
に
お
い
て
は
、
法
の
「
経
験
的
事
物
」
と
し
て
の
意
味
は
、

「
教
法
」
と
し
て
の
意
味
へ
と
、
大
き
く
引
き
寄
せ
て
考
え
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
唯
識
学
派
が
こ
の
よ
う
に
「
法
」
と
い

う
語
を
、
「
経
験
的
事
物
」
と
し
て
よ
り
も
、
「
教
法
」
と
し
て

の
意
味
に
、
引
き
寄
せ
て
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
有

部
の
法
理
論
に
対
す
る
こ
の
学
派
の
批
判
を
想
定
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
周
知
の
如
く
、
有
部
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
瓶
の
よ

う
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
、
或
は
、
水
の
よ
う
に
思

惟
に
よ
っ
て
そ
れ
を
構
成
し
て
い
る
色
等
の
法
が
除
去
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
も
と
の
「
瓶
」
や
「
水
」
と
い
う
観
念
が
生
じ
な

く
な
る
よ
う
な
も
の
は
、
世
俗
有
と
さ
れ
、
そ
う
で
な
い
も
の
、

⑭

例
え
ば
、
色
等
の
も
の
は
、
勝
義
有
と
さ
れ
る
。
他
方
、
唯
識
学

派
は
、
有
部
に
お
い
て
は
勝
義
有
と
さ
れ
る
法
を
も
、
仮
有
に
す

ぎ
な
い
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
解
深
密
経
で
は
、

善
男
子
よ
、
有
為
と
い
う
も
、
そ
れ
は
論
主
〔
世
尊
〕
に
よ

っ
て
仮
設
せ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
論
主
に
よ
っ
て
仮
設
せ

ら
れ
た
も
の
、
そ
れ
は
遍
計
所
執
の
言
語
表
現
で
あ
り
言
葉

で
あ
る
（
ぐ
樹
ぐ
凹
園
３
９
旨
冒
）
。
・
・
・
…
し
か
し
、
言
葉
は
、

、
、

も
の
（
島
国
ぐ
制
）
な
し
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
そ

、
、

の
も
の
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
聖
者
た
ち
が
、
聖
智
愈
ｑ
曾
‐
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苛
営
沙
）
聖
見
（
胃
苗
目
風
四
口
四
）
を
以
て
、
離
言
の
も
の
と
し

て
、
現
等
覚
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
離
言
の
法
性
（
騨
冒
‐

四
ｇ
旨
冨
四
目
間
目
幽
融
）
を
、
〔
他
の
人
々
に
〕
現
等
覚
せ
し
め

ん
が
た
め
に
、
「
有
為
」
と
い
う
名
を
仮
設
せ
ら
れ
た
の
で

⑮

紫
炳
〉
マ
（
》
Ｏ

と
述
守
へ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
荘
厳
経
論
述
求
品
に
対
す
る
安
慧

の
註
釈
中
に
は
、
法
を
勝
義
有
と
す
る
有
部
の
二
諦
説
を
排
す
る
、

唯
識
学
派
独
自
の
二
諦
説
を
、
三
性
説
と
か
ら
め
て
、
次
の
よ
う

に
説
く
。虚

妄
な
る
分
別
で
あ
る
そ
の
依
他
起
性
に
お
け
る
、
色
等
な

る
所
取
と
能
取
の
二
と
し
て
の
顕
現
は
、
た
だ
迷
乱
と
し
て
、

即
ち
世
俗
と
し
て
、
「
有
り
」
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
色

等
〔
の
十
処
〕
に
対
し
て
「
有
り
」
と
も
言
わ
れ
る
。
…
…

そ
の
よ
う
に
、
所
取
と
能
取
の
二
は
、
単
に
迷
乱
の
顕
現
と

し
て
の
み
、
即
ち
、
世
俗
と
し
て
の
み
、
存
在
す
る
け
れ
ど

も
、
勝
義
と
し
て
は
、
所
取
な
る
も
の
も
能
取
な
る
も
の
も

‐
存
在
し
な
い
。
故
に
、
色
等
に
対
し
て
〔
勝
義
と
し
て
は
〕

⑯

「
無
し
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

有
部
に
お
い
て
、
法
が
勝
義
有
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の

は
、
法
が
常
に
そ
の
自
性
を
保
持
（
く
四
則
）
し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
唯
識
学
派
に
お
い
て
は
、
そ
の
法

の
自
性
そ
の
も
の
も
、
究
極
的
に
は
実
在
し
な
い
、
と
さ
れ
る
。

調
伏
天
は
、
三
十
論
の
註
釈
に
お
い
て
、

例
え
ば
、
色
の
相
は
変
壊
す
る
こ
と
（
鴨
屋
鴨
‐
⑳
口
冒
早
冒
》

目
冨
冒
）
で
あ
り
、
受
の
相
は
感
受
す
る
こ
と
（
目
冒
早
冨
｝

自
冒
目
囚
く
ゅ
）
で
あ
る
、
等
の
こ
と
は
、
も
の
ご
と
を
理
解
す

る
た
め
の
方
便
と
し
て
、
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
、
法
の
勝
義
の
自
性
で
は
な
い
。
…
…
そ
れ
故
、
色

等
に
は
自
体
（
尉
息
‐
唱
冒
‐
ｇ
》
い
く
四
目
鷺
）
が
な
い
か
ら
、
〔
色

⑰

等
の
〕
遍
計
所
執
の
も
の
は
空
華
の
如
く
、
目
体
が
な
い
。

と
述
令
へ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
有
部
に
お
い
て
は
勝
義
と
さ
れ

て
い
た
、
五
穂
や
有
為
無
為
の
法
は
、
唯
識
学
派
に
あ
っ
て
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

世
俗
有
な
る
も
の
と
さ
れ
、
世
尊
に
よ
っ
て
仮
設
せ
ら
れ
た
言
葉

、
、
心
、
、
、
、

に
す
ぎ
な
い
も
の
、
と
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
世
尊
が
「
色
」
と

か
「
有
為
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
さ
れ
た
当
の

も
の
は
、
聖
者
た
ち
の
聖
智
聖
見
の
行
境
で
あ
り
、
離
言
の
法
性

で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
聖
教
に
お
い
て
「
有
り
」
と
さ
れ
る
法
は
、

そ
の
言
葉
通
り
に
は
実
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
「
法
無
我
」

と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
爺
伽
師
地
論
は
次
の

よ
う
に
教
え
て
い
る
。

言
葉
を
以
て
言
い
表
わ
さ
れ
る
全
て
の
も
の
〔
ぐ
凹
牌
己
に
お

い
て
、
言
葉
を
そ
の
自
性
と
す
る
全
て
の
法
は
存
在
し
な
い
、
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⑬

と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
「
法
無
我
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、
非
常
に
随
意
に
で
は
あ
る
が
、
唯
識
説
に
お
け
る
法
の
概

念
を
考
察
し
た
。
こ
こ
で
、
そ
れ
を
少
し
整
理
し
つ
つ
考
察
を
進

め
よ
う
。
唯
識
説
に
お
け
る
法
は
、
ガ
イ
ガ
ー
夫
妻
に
よ
っ
て
四

種
に
分
類
さ
れ
た
法
の
意
味
の
内
、
金
倉
博
士
に
よ
っ
て
佛
教
固

有
の
意
味
と
さ
れ
た
、
「
教
法
」
と
「
経
験
的
事
物
」
の
意
味
に

関
係
す
る
↑
と
考
え
ら
れ
る
。
「
経
験
的
事
物
」
と
し
て
の
法
に

は
、
穂
処
界
、
有
為
無
為
、
雑
染
清
浄
等
の
一
切
法
が
収
め
ら
れ

る
。
こ
の
「
経
験
的
事
物
」
と
し
て
の
法
は
、
唯
識
学
派
に
お
い

て
は
、
有
部
の
「
法
の
実
在
論
」
に
対
す
る
批
判
を
経
て
、
究
極

的
な
も
の
（
勝
義
有
）
の
地
位
か
ら
、
単
に
世
尊
に
よ
っ
て
仮
設
さ

れ
た
言
葉
に
す
ぎ
な
い
も
の
（
仮
有
）
の
地
位
へ
と
追
い
や
ら
れ
、

「
教
法
」
と
し
て
の
法
の
中
に
包
摂
せ
ら
れ
て
ゆ
く
。
一
方
、
究

極
的
な
も
の
は
、
法
と
は
文
字
通
り
に
は
対
応
し
な
い
、
離
言
の

法
性
法
界
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
爺
伽
行
者
は
、
「
教
法
」
と
し

て
の
法
に
お
い
て
、
そ
の
教
法
が
そ
こ
か
ら
等
流
し
て
き
た
源
泉

で
あ
る
法
性
法
界
を
求
め
て
、
止
観
を
修
習
す
る
。
中
辺
分
別
論

釈
に
安
慧
は
、
智
慧
波
羅
密
を
説
明
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

智
慧
波
羅
密
と
は
、
一
切
の
大
乗
の
教
法
を
文
字
通
り
に
〔
受

け
取
る
よ
う
な
〕
無
知
を
離
れ
た
智
慧
で
あ
る
。
他
方
、
文

字
通
り
に
〔
受
け
取
る
よ
う
な
〕
無
知
と
は
何
か
、
と
云
え

ば
、
そ
れ
あ
る
が
故
に
、
〔
教
法
に
〕
意
趣
さ
れ
て
い
る
意

味
を
顧
み
ず
、
文
字
通
り
の
〔
意
味
〕
の
み
を
分
別
す
る
こ

と
と
な
る
、
そ
う
い
う
も
の
が
、
文
字
通
り
に
〔
受
け
取
る
〕

無
知
で
あ
る
。
．
…
：
諸
佛
諸
菩
薩
が
、
大
乗
に
関
し
て
誤
り

な
き
論
議
決
択
を
な
し
給
う
が
故
に
、
ま
た
、
誤
り
な
き
説

法
に
よ
っ
て
有
情
を
成
熟
せ
し
め
給
う
が
故
に
、
〔
有
情
が
〕

法
の
受
用
を
享
受
す
る
こ
と
と
、
有
情
が
成
熟
す
る
こ
と
と

が
あ
る
が
、
〔
そ
れ
は
〕
智
慧
波
羅
密
の
働
き
な
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
経
等
の
法
の
教
示
は
、
智
慧
波
羅
密
に
よ
っ

⑲

て
顕
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
経
等
の
教
法
は
、
諸
佛
諸
菩
薩
の
智
慧
波
羅
密
に
よ
っ

て
顕
わ
し
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
教
法
は
、
そ
れ
を

文
字
通
り
に
受
け
取
る
無
知
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な

無
知
を
離
れ
た
智
慧
に
よ
っ
て
、
受
け
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
既
述
の
事
か
ら
、
こ
の
智
慧
波
羅
密
は
、
「
法
無
我
」
の
智

慧
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
「
法
無
我
」
の
智
慧
を
介
し
て
、

諸
佛
諸
菩
薩
は
有
情
に
法
を
授
与
し
、
以
て
有
情
を
解
脱
へ
と
成

熟
さ
せ
る
。
一
方
、
有
情
も
～
「
法
無
我
」
の
智
慧
に
よ
っ
て
、

法
に
意
趣
さ
れ
て
い
る
意
味
（
法
性
法
界
）
を
正
し
く
受
け
取
り
、

解
脱
に
向
っ
て
成
熟
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
法
無
我
」
の
智
慧

は
、
法
と
法
性
と
を
仲
介
す
る
。
唯
識
学
派
が
、
有
部
の
「
法
の
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実
在
論
」
を
批
判
し
て
「
法
無
我
の
理
論
」
を
立
て
、
新
た
に

「
法
性
法
界
」
の
領
域
を
法
理
論
の
中
に
も
ち
こ
ん
だ
こ
と
に
よ

っ
て
、
教
法
の
理
解
に
新
た
な
局
面
が
拓
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

佛
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
こ
と
の
故
に
‐
究
極
的
な
実
在
と
さ
れ
た

法
は
、
無
自
性
な
る
も
の
と
さ
れ
、
遍
計
所
執
性
の
中
に
組
み
込

ま
れ
た
。
し
か
し
、
教
法
の
本
来
の
目
的
は
、
法
性
法
界
（
円
成

実
性
）
の
実
現
に
あ
る
。
教
法
が
遍
計
所
執
性
へ
と
堕
す
か
、
そ

れ
と
も
円
成
実
性
と
し
て
実
現
さ
れ
る
か
は
、
教
法
を
修
習
す
る

主
体
で
あ
る
識
（
依
他
起
性
）
に
か
か
っ
て
い
る
。
依
他
起
性
は
、

遍
計
所
執
性
と
円
成
実
性
と
が
共
に
成
立
す
る
根
拠
で
あ
る
。
前

者
は
、
教
法
を
正
し
く
思
惟
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
益
々
迷
い

を
深
め
て
ゆ
く
根
拠
で
あ
り
、
後
者
は
、
教
法
を
正
し
く
思
惟
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
脱
へ
と
転
ず
る
根
拠
で
あ
る
。

以
下
に
、
教
法
を
遍
計
所
執
性
と
も
し
、
円
成
実
性
と
も
す
る
‐

根
拠
と
し
て
の
依
他
起
性
の
椛
造
を
暫
く
考
察
し
て
み
た
い
。

或
る
場
合
に
は
、
例
え
ば
三
十
論
の
調
伏
天
の
註
釈
に
お
い
て

は
、
遍
計
所
執
性
は
、
依
他
起
性
の
上
に
、
所
取
能
取
な
る
も
の

⑳

と
し
て
増
益
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が

ま
た
或
る
場
合
に
は
、
例
え
ば
大
乗
荘
厳
経
論
の
安
慧
の
註
釈
で

は
、
依
他
起
性
を
所
取
能
取
と
し
て
分
別
す
る
〔
つ
ま
り
増
益
す

⑪

る
〕
も
の
も
、
依
他
起
性
で
あ
る
、
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
依
他
起
性
の
上
に
、
所
取
能
取
を
増
益
す
る
も
の
も
、

依
他
起
性
で
あ
る
。
弥
勒
は
、
そ
の
こ
と
を
、
自
界
、
す
な
わ
ち

⑫

自
ら
の
種
子
か
ら
所
取
能
取
の
二
と
し
て
顕
現
す
る
、
と
言
う
。

安
慧
は
、
弥
勒
の
こ
の
語
が
所
知
障
を
考
慮
し
て
述
べ
ら
れ
た
も

⑬

の
で
あ
る
こ
と
を
註
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
依
他

起
性
は
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
上
に
遍
計

所
執
性
が
増
益
さ
れ
る
よ
う
な
根
拠
（
所
依
）
で
あ
る
こ
と
。
し
か

も
↑
そ
の
根
拠
（
所
依
）
は
静
的
な
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
増
益
を

な
さ
し
め
て
い
る
当
体
と
し
て
動
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
そ
し

て
そ
の
動
的
な
活
動
は
、
そ
の
所
依
そ
れ
自
体
の
中
に
存
在
す
る

種
子
、
つ
ま
り
、
能
所
二
取
の
習
気
に
よ
る
活
動
で
あ
る
こ
と
。

ま
た
、
右
に
引
用
し
た
安
慧
の
「
こ
の
〔
弥
勒
の
〕
語
が
所
知
障

云
々
」
と
い
う
註
釈
は
、
そ
の
動
的
な
活
動
が
、
菩
薩
に
よ
っ
て

知
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
真
理
、
す
な
わ
ち
、
勝
義
と
し
て
は
法
は

所
取
と
能
取
の
二
を
離
れ
て
い
る
と
い
う
真
理
、
を
覆
っ
て
い
る

障
害
な
る
所
知
障
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
所
依
と
所
知
障
と
の
関
係
が
、
わ
れ
わ
れ
の
注
意

を
ひ
く
。
周
知
の
如
く
、
所
知
障
の
対
治
と
な
る
も
の
は
「
法
無

我
」
の
智
慧
で
あ
る
。
調
伏
天
は
、
「
所
知
障
と
所
依
」
、
「
法
無

我
と
所
依
」
の
関
係
を
、
二
十
論
の
註
釈
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

⑭

よ
う
に
述
難
へ
て
い
る
。
ま
ず
、
所
知
障
と
所
依
の
関
係
に
つ
い
て
、
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重
習
さ
れ
て
内
に
あ
る
習
気
が
成
熟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

⑮

色
等
の
境
と
し
て
顕
現
す
る
諸
識
が
輪
廻
の
所
依
と
し
て
生

起
す
る
。

と
言
う
。
そ
れ
に
続
い
て
法
無
我
と
所
依
の
関
係
に
関
し
て
、

け
れ
ど
も
、
出
世
間
智
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
習
気
が
断
ぜ
ら

れ
る
時
、
清
浄
世
間
智
が
生
起
す
る
か
ら
、
〔
そ
れ
を
所
依

と
し
て
〕
対
境
の
無
い
こ
と
（
法
無
我
）
を
理
解
す
る
。

と
説
く
。
さ
ら
に
、
同
じ
く
二
十
論
の
註
釈
の
別
の
所
で
も
、
調

伏
天
は
そ
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

真
実
を
見
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
諸
法
に
お
い
て
所
取
能
取

と
し
て
増
益
さ
れ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
が
、
そ
れ
ら
諸
法

の
依
他
起
性
と
円
成
実
性
と
い
う
、
如
来
の
智
慧
の
対
境
は

無
で
は
な
い
、
と
言
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
法
無
我
」
と

い
う
語
は
、
全
く
の
無
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
す
ぐ
れ

⑯

た
所
依
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

所
知
障
と
所
依
と
の
関
係
は
、
所
知
障
で
あ
る
二
取
の
習
気
が

成
熟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
識
が
迷
い
（
輪
廻
）
の
存
在
の
生
起
す

る
場
に
な
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
識
が
所
依
で
あ
り
、

そ
の
所
依
に
お
い
て
二
取
の
習
気
が
成
熟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

も
ろ
も
ろ
の
対
境
が
対
境
と
し
て
現
前
す
る
、
と
い
う
点
に
あ
る

の
で
あ
る
。
他
方
、
所
知
障
の
対
治
と
な
る
「
法
無
我
」
の
智
慧

と
所
依
と
の
関
係
は
、
法
無
我
を
理
解
す
る
出
世
間
智
に
よ
っ
て

二
取
の
習
気
が
断
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
識
が
清
浄
世
間
智
と

な
り
、
所
取
能
取
と
し
て
増
益
さ
れ
た
存
在
が
生
起
し
な
く
な
る

た
め
の
、
す
ぐ
れ
た
所
依
に
な
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
し
て

そ
う
な
る
時
に
、
色
等
の
境
の
無
が
了
解
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
興
味
深
い
こ
と
は
、
「
輪
廻
の
所
依
」
と

「
す
ぐ
れ
た
所
依
」
、
「
識
」
と
「
清
浄
世
間
智
」
、
「
境
の
顕
現
」

と
「
境
の
無
の
了
解
」
、
と
い
う
対
応
関
係
が
見
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
対
応
関
係
は
、
す
べ
て
識
そ
の
も

の
に
お
い
て
生
ず
る
対
応
関
係
で
あ
り
、
識
自
身
の
側
面
で
あ
る
。

無
分
別
智
を
い
ま
だ
証
得
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
識
は
所
取
能

取
が
生
起
す
る
場
で
あ
る
が
、
他
方
、
無
分
別
智
を
証
得
し
た
場

合
に
は
、
識
は
も
は
や
所
取
能
取
が
生
起
し
な
い
す
ぐ
れ
た
場
と

な
る
。
そ
の
場
は
、
ま
た
清
浄
世
間
智
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
場
自
体
の
上
に
、
所
取
能
取
の
無
が
了
解
さ
れ
る
。
無
分
別

智
を
証
得
し
て
い
な
い
前
者
の
場
合
に
お
い
て
は
、
識
は
所
取
能

取
と
し
て
の
境
が
顕
現
す
る
場
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
無
分
別
智
を
証
得
し
た
後
者
の
場
合
に
お
い
て
は
、

識
は
、
所
取
能
取
と
し
て
の
境
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
了
解
す
る
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清
浄
世
間
智
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
前
者
の
場
合
に
対

応
さ
せ
て
言
い
換
え
れ
ば
、
所
取
能
取
と
し
て
の
境
が
も
は
や
顕

現
し
な
く
な
っ
た
、
た
だ
如
来
の
み
よ
く
了
解
し
う
る
、
円
成
実

性
と
し
て
の
依
他
起
性
と
い
う
す
ぐ
れ
た
場
と
し
て
存
在
す
る
も

の
と
し
て
、
そ
れ
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
無
分
別
智

を
証
得
す
る
前
に
お
い
て
も
、
後
に
お
い
て
も
本
来
、
所
取
能
取

と
し
て
顕
現
す
る
境
は
存
在
し
な
い
け
れ
ど
も
、
所
取
能
取
と
し

て
顕
現
す
る
所
依
と
し
て
の
分
別
智
と
な
り
、
所
取
能
取
の
無
を

了
解
す
る
所
依
と
し
て
の
無
分
別
智
と
な
る
「
識
」
は
存
在
す
る
。

「
唯
識
（
く
昔
四
宮
目
騨
昌
）
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
以
上
の
よ

う
に
理
解
さ
れ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
先
に
保
留
し
た
「
器
世
間

の
生
起
の
因
に
対
し
、
有
部
の
能
作
因
と
い
う
因
に
か
え
て
、
二

取
の
習
気
と
い
う
重
要
な
概
念
を
唯
識
学
派
が
割
り
当
て
た
の
は

な
ぜ
か
」
と
い
う
問
題
は
、
殆
ん
ど
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
唯
識
学
派
に
お
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
に

所
取
能
取
の
執
着
の
習
気
を
所
知
障
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
、
こ

の
所
知
障
こ
そ
、
唯
識
た
る
こ
と
を
修
習
す
る
菩
薩
の
爺
伽
行
に

お
い
て
断
ぜ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
唯

識
学
派
が
所
取
能
取
の
執
着
の
習
気
を
所
知
障
と
考
え
た
理
由
は
、

既
に
考
察
し
た
如
く
、
佛
所
説
の
十
二
分
教
を
、
有
部
や
経
量
部

の
よ
う
に
、
そ
の
所
説
の
法
に
文
字
通
り
対
応
す
る
実
体
を
も
つ

た
勝
義
有
の
も
の
と
は
考
え
ず
、
仮
有
の
も
の
と
考
え
た
点
に
あ

る
、
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
部
や
経
量
部
の
教
法
の
理
解

の
仕
方
を
、
所
取
能
取
に
執
着
し
た
も
の
と
し
て
批
判
し
、
教
法

を
改
め
て
捉
え
直
し
確
立
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
、
と
考
え
ら

れ
る
・
そ
こ
に
、
唯
識
学
派
独
自
の
「
教
法
理
解
」
が
窺
え
る
。
既

に
述
べ
た
よ
う
に
、
教
法
を
遍
計
所
執
性
と
も
し
、
円
成
実
性
と

も
す
る
根
拠
（
所
依
）
は
依
他
起
性
で
あ
る
。
琉
伽
行
者
に
と
っ
て
、

所
取
能
取
と
し
て
現
象
し
て
い
る
遍
計
所
執
性
の
根
拠
と
は
、
過

去
の
所
取
能
取
の
分
別
に
よ
っ
て
窯
習
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
同

時
に
、
所
取
能
取
を
現
象
せ
し
め
る
原
因
で
も
あ
る
。
現
象
世
界

は
こ
の
よ
う
な
根
拠
に
依
拠
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
根
拠
を

唯
識
学
派
は
「
言
作
意
（
芭
穏
目
鯉
巨
四
ぃ
圃
国
》
言
葉
に
よ
る
分
別
）
」

と
も
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
唯
識
学
派
の
琉
伽
行
者
に
と
っ
て
、

言
葉
が
い
か
に
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
～
を
思
わ
せ
る
。

中
辺
分
別
論
釈
に
お
い
て
世
親
は
、

〔
過
去
に
〕
所
取
能
取
を
〔
分
別
し
語
っ
た
〕
言
葉
に
よ
っ

て
重
習
さ
れ
た
言
作
意
が
、
〔
未
来
の
〕
所
取
能
取
の
分
別

⑰

の
根
拠
と
な
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
言
作
意
は
、
所
取
能
取
と
し
て
の
現
象
世
界
の

原
因
と
な
る
。
そ
の
言
作
意
は
、
過
去
の
言
葉
の
習
気
を
原
因
と

し
て
お
り
、
無
限
の
過
去
へ
と
遡
る
。
職
伽
行
者
は
、
自
己
の
内
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の
こ
の
よ
う
な
言
作
意
を
自
覚
す
る
こ
と
か
ら
、
「
教
法
」
の
修

習
に
入
る
。
こ
こ
に
、
「
所
取
能
取
と
し
て
把
え
ら
れ
た
法
は
存

在
せ
ず
、
そ
れ
ら
は
識
の
顕
現
の
み
で
あ
る
」
と
い
う
唯
識
観
が

要
請
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
唯
識
」
と
い
う
こ
と
は
、
実
体
化
し
た
「
教

法
」
の
概
念
を
批
判
し
「
教
法
」
に
よ
っ
て
真
に
意
図
さ
れ
て
い

る
意
味
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
爺
伽
行
を
修
習
す
る
菩
薩
が
、

そ
の
初
段
階
か
ら
無
分
別
智
を
得
る
に
至
る
ま
で
に
お
い
て
観
想

す
寺
へ
き
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
の
観
想
の
結
果
と
し
て
無
分
別
智
が

証
得
さ
れ
る
時
、
唯
識
性
（
ぐ
言
鱒
耳
目
弾
目
前
）
が
成
就
さ
れ
る
。

「
唯
識
つ
、
昔
色
目
目
弾
３
）
」
と
は
異
っ
て
、
「
唯
識
性
」
は
、
た

だ
佛
の
み
よ
く
理
解
し
う
る
境
界
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

、
王

三
一
口

本
稿
註
に
使
用
す
る
略
号

シ
民
シ
ヴ
宮
口
ロ
胃
目
伊
穴
○
轡
①
ｅ
頁
『
弓
．
勺
討
ゅ
Ｑ
言
四
ご
》
ご
Ｓ
、

シ
民
ぐ
ぐ
シ
ヴ
言
（
冒
胃
目
色
丙
○
段
ぐ
『
脚
庶
ぽ
く
脚
豆
渕
固
鼠
○
昌
詳
吋
騨
の
ｅ

Ｌ

ず
冨
己
．
裂
く
○
ｍ
昏
閏
魚
』
邑
昌
．

旨
切
ン
冨
四
営
豊
画
口
⑪
肋
目
同
巴
騨
卦
時
脚
Ｈ
ゆ
ず
割
陸
ｍ
四
国
函
蝕
①
Ｑ
ず
目

い
ぼ
か
ａ
〕
胃
や
Ｓ
・

旨
、
シ
ご
Ｈ
の
コ
ヰ
竺
沙
己
国
引
騨
ぐ
昌
芹
旨
蔵
脚
韻
国
ご
国
の
庁
丘
時
色
目
秒
威
》

弓
の
丙
．
ｚ
ｏ
，
留
日
．

目
引
目
Ｈ
ご
泳
涛
山
①
巳
ず
罰
印
Ｆ
①
‐
ａ
』
胃
④
四
回

邑
崗
画
日
国
昌
沙
汽
寧
罰
］
ａ
ご
く
ご
］
日
曾
Ｑ
図
画
①
９
ず
く
喝
○
吾
５

『
四
戸
⑦
邑
蝕
》
○
罰
○
君
国
ｐ
Ｈ
④
函
酌

（
野
沢
訳
山
口
益
、
野
沢
静
証
「
世
親
唯
識
の
原
典
解
明
」
）

ご
恥
ぐ
目
晶
胃
涛
働
①
ｇ
ず
く
の
．
Ｆ
か
ａ
》
邑
鴎
．

ぐ
詳
引
弓
３
戸
四
国
ロ
曾
菖
目
蟹
丙
甲
国
丙
倒
び
く
ぐ
冒
卸
蝕
号
ぐ
ぃ
』

弓
①
戸
．
ｚ
○
．
別
認
．

（
山
口
訳
山
口
、
野
沢
前
掲
書
）

①
ぐ
段
も
Ｓ
ゞ
四
画
卜
．
山
口
訳
、
喧
隠
．

②
号
匡
・
》
９
ｍ
》
曾
忘
・
）
ｇ
陣
豆
や
、
、
山
口
訳
、
ロ
圏
』
獣
．

③
鼠
〕
や
岸
晟
ｌ
弓
．

④
ぐ
留
過
ぢ
）
囚
産
ふ
．
号
‐
目
叩
哩
凰
侭
さ
呂
巴
は
デ
ル
ゲ
版
で

は
：
△
品
‐
唱
叩
匙
侭
さ
呂
巴
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
従
う
。

Ｈ
喝
ロ
‐
昏
巴
言
‐
ご
〕
は
デ
ル
ゲ
版
で
は
め
喝
ロ
‐
昏
号
印
‐
辱
尉
で
あ
る
。

温
く
ロ
‐
昏
曾
房
常
置
の
は
「
目
。
①
ｘ
８
房
①
両
月
蝕
、
四
目
国
口
己
四
○
回
冒
四
？

｝
〕
ぐ
騨
日
凹
丙
Ｐ
‐
ぐ
算
武
ご
割
印
國
四
目
ｐ
ｍ
ｐ
ｏ
宮
」
で
は
‐
ぐ
昌
且
①
ロ
煙
と
あ
る
。

め
鴎
巨
‐
昏
昏
い
は
格
西
曲
札
「
蔵
文
辞
典
」
で
は
冨
旨
‐
昏
号
砂
一
、

権
変
、
二
、
欺
賑
と
あ
る
・
山
口
訳
、
や
路
．

⑤
山
口
訳
、
や
瞳
．
国
．
房

⑥
衿
悶
》
勺
ぽ
ふ

⑦
”
・
や
認
ゞ
ミ
ー
圏
．

③
目
昌
》
噌
巳
ｇ
』
園
山
臼
』
陣
野
沢
訳
、
や
篭
餌

⑨
定
由
有
情
浄
不
浄
業
。
諸
内
外
事
種
を
不
同
。
（
大
正
鯛
、
五
二

九
頁
、
ａ
）
由
有
情
先
世
業
力
及
現
士
用
。
二
種
世
間
差
別
果
生
。

（
同
上
、
Ｃ
）
診
嵐
』
や
こ
い
甲
、
．

⑩
シ
属
》
や
器
》
や
旨
．

⑪
号
昼
》
勺
程
］
国
ｌ
馬
．

⑫
鈩
悶
ご
』
も
画
圏
ゞ
扇
‐
届
．
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⑬
戸
嶽
』
目
」
戸
ｇ
｝
四
．

⑭
晟
画
も
９
．
い
』
や
吟
山
口
訳
、
や
扇
．

⑮
号
巨
．
．
ｇ
鈩
口
や
画
質
口
四
叩
唱
弼
口
は
デ
ル
ゲ
版
で
は
ｇ
畠
‐

唱
⑳
彊
卦
と
な
っ
て
い
る
。
岸
Ｐ
盟
岳
苫
？
号
は
デ
ル
ゲ
版
で
は

岸
④
盟
℃
Ｐ
君
早
号
で
あ
る
。
山
口
訳
、
や
患
．

⑯
ぐ
皆
》
巴
Ｐ
戸
や
巴
鍔
騨
も
．
巴
企
亘
農
山
口
訳
、
ご
臼
〕
認
．

⑰
ぐ
留
忠
Ｅ
》
ロ
や
蝉
ｇ
３
ｍ
１
ｇ
鴨
冒
冒
‐
ロ
④
目
且
‐
耳
騨
‐
ｇ
官

の
日
昌
は
デ
ル
ゲ
版
で
は
Ｂ
ａ
ロ
蝕
呂
①
、
と
あ
る
．
し
か
し
、

文
脈
か
ら
、
旨
Ｑ
ｐ
騨
昏
①
⑳
と
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
山
口
訳
、
や

、
つ
．

⑬
ぐ
獣
』
田
口
四
』
や
回
山
口
訳
、
ｐ
認
．

⑲
厚
』
や
認
面
ふ
．

⑳
鼠
ゞ
己
回
路
Ｉ
隈
）
ご
騨
引
』
巴
卸
亘
？
式
山
口
訳
、
や
閉
．

⑳
金
倉
円
照
「
佛
教
に
お
け
る
法
の
語
の
原
意
と
変
転
」
（
「
イ
ン
ド

哲
学
佛
教
学
研
究
〔
Ｉ
〕
」
所
収
）
、
や
ら
吟

⑳
金
倉
博
士
の
前
掲
害
か
ら
の
引
用
が
、
い
さ
さ
か
唐
突
に
過
ぎ
た

か
も
し
れ
な
い
の
で
、
目
下
の
議
論
と
の
関
連
か
ら
、
上
記
の
法
の

二
義
に
関
す
る
博
士
の
説
明
を
以
下
に
概
説
し
て
お
く
。

博
士
は
「
法
と
い
う
よ
う
な
基
本
的
な
理
念
に
は
、
最
初
か
ら
一

貫
し
た
想
念
が
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
想
念
が
時
と
場
所
と
に
よ
っ

て
、
多
少
の
偏
差
を
示
し
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
立
場

か
ら
考
察
を
始
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
上
記
の
ガ
イ
ガ
ー
夫
妻
に
よ
る

法
の
四
種
の
基
本
的
観
念
の
う
ち
、
法
則
の
意
味
は
、
動
詞
く
割
剴

（
支
え
る
、
保
つ
）
に
由
来
し
、
支
え
保
つ
も
の
↓
法
則
と
い
う
よ

う
に
転
化
し
て
導
き
出
さ
れ
た
。
法
が
法
則
の
意
味
と
し
て
用
い
ら

れ
る
の
は
佛
教
以
前
の
婆
羅
門
教
に
お
い
て
で
あ
り
、
、
佛
教
は
そ
れ

を
そ
の
ま
ま
襲
用
し
た
。
博
士
の
説
明
か
ら
、
法
の
基
本
的
観
念
の

中
で
も
、
こ
の
法
則
の
意
味
が
最
も
基
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
佛
教

固
有
の
も
の
と
さ
れ
る
「
教
法
」
や
「
経
験
的
事
物
」
等
の
他
の
観

念
は
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
派
生
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
「
法
則
」

↓
「
正
当
・
正
義
・
正
し
さ
」
↓
「
教
法
」
と
い
う
転
化
の
経
路
は
理

解
し
や
す
い
。
「
法
則
」
↓
「
経
験
的
事
物
」
の
方
は
ど
の
よ
う
に
理

解
す
べ
き
か
。
「
法
則
」
と
は
、
佛
教
に
お
い
て
は
縁
起
の
理
法
を

意
味
す
る
。
経
験
的
事
物
、
即
ち
現
象
し
て
い
る
事
物
が
、
な
ぜ

「
法
則
・
縁
起
の
理
法
」
を
意
味
す
る
「
法
」
と
い
う
語
で
表
わ
さ

れ
る
の
か
。
博
士
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
行

（
８
目
印
園
Ｈ
四
）
」
は
、
一
方
に
お
い
て
意
志
活
動
に
よ
る
構
成
造
作
の

力
を
あ
ら
わ
す
と
共
に
、
他
面
で
は
広
く
そ
の
よ
う
な
業
力
に
制
約

、
、

せ
ら
れ
た
も
の
を
示
す
。
そ
れ
と
同
様
に
、
縁
起
の
理
法
（
目
胃
白
砂
）

に
よ
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
事
物
を
も
、
「
巳
属
目
自
己
と
称
す
る
こ
と

は
、
イ
ン
ド
・
ア
リ
ア
ン
語
に
お
い
て
、
言
葉
の
用
法
上
、
特
別
異

例
の
事
象
で
は
な
い
、
と
。

、
、

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
一
般
に
も
の
を
表
わ
す
法
の
観
念
は
、
佛

教
哲
学
の
展
開
と
共
に
、
独
得
な
意
味
を
附
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
法
を
よ
り
簡
素
な
組
織
に
よ
っ
て
分
類
整
理
し
よ
う
と
し
た

試
み
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
即
ち
、
有
為
無
為
や
瀧
処
界
等
に

よ
る
分
類
で
あ
る
。
そ
の
分
類
に
お
い
て
は
、
共
通
の
内
容
を
も
っ

た
個
盈
の
法
を
抽
象
的
に
統
括
す
る
、
代
表
的
な
観
念
も
、
法
と
名

づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
法
は
概
念
と
か
範
曠
と
か
と

い
う
意
味
を
も
に
な
う
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
法
は
、
物
理
的
な
世

界
の
構
成
要
素
の
み
に
限
定
さ
れ
ず
、
実
践
修
道
上
の
規
範
、
浬
渠

に
み
ち
び
く
善
本
、
そ
れ
を
妨
害
す
る
煩
悩
等
の
概
念
に
つ
い
て
も
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用
い
ら
れ
る
よ
膳
『
ノ
に
な
る
。

そ
れ
は
さ
ら
に
有
部
の
五
位
七
十
五
法
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
分

類
に
よ
っ
て
、
諸
法
は
現
実
世
界
の
過
程
を
説
明
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
法
は
存
在
の
世
界
を
解
明
す

る
、
物
質
的
要
素
や
精
神
的
要
素
な
ど
の
、
存
在
の
要
素
と
考
え
ら

れ
る
に
至
っ
た
。

⑳
旨
の
シ
月
』
ｇ
ゞ
四
》
や
ｇ
、
宣
鱒

⑭
号
昼
・
｝
ｇ
Ｐ
ｐ
．
や
餌

⑳
号
巨
・
》
后
蝉
①
ゞ
や
刃

⑳
冒
印
Ｐ
爾
自
．
丙
ｇ
，

⑳
旨
印
缶
』
ｐ
９
．
己
１
房
．

⑳
旨
、
シ
高
・
呂
揖
口
騨

⑳
旨
⑩
炉
』
や
ｇ
ｂ
ｌ
ら
．
四
国
９
『
四
。
四
目
づ
、
。
算
閉
酎
冒
昼
尉
医
目
‐

ケ
Ｐ
ｐ
四
』
脚
ケ
ロ
Ｏ
Ｑ
ｐ
四
Ｈ
Ｈ
ｐ
山
胃
沙
昌
屑
ず
ゆ
ｐ
Ｐ
冒
倒
ヴ
ロ
画
の
四
口
胃
口
威
刷
岸
○
ぐ
①
口
詳
四
割
『
煙
Ｆ

⑳
旨
の
シ
員
｝
弓
Ｐ
い
〕
？
酌

、
智
心
髄
集
註
（
目
目
．
ｚ
○
．
認
紹
．
億
）
餌
ヨ
ー
ロ
ご
”
野
沢
静
証

「
大
乗
佛
教
琉
伽
行
の
研
究
」
や
届
》
山
口
益
「
中
観
佛
教
諭
攻
」

℃
．
］
『
い

、
ｇ
胃
段
目
○
ぬ
‐
胃
を
色
等
の
も
の
と
す
る
例
と
し
て
、
昌
印
曽
只
）

Ｈ
④
錘
ウ
》
］
・
凱
餌
ロ
‐
詐
彦
○
⑫
Ｈ
ｐ
Ｐ
昼
〕
の
博
悼
的
Ｎ
ｐ
ぬ
い
‐
』
四
ｌ
び
○
ぬ
の
‐
も
魚
伝
群
・
国
○
⑳
‐
烏
）
（
）

…
…
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑬
旨
の
シ
高
も
ｇ
ゞ
戸
口

②
シ
ズ
。
ｐ
鵠
跨
平
ら
．

⑮
普
目
号
旨
日
ロ
○
．
鯉
］
国
呂
ヰ
騨
且
澤
冒
面
．
Ｆ
④
日
○
拝
の
口
閉
．

⑮
冨
印
陽
局
』
ら
穿
戸
や
ら
刃
Ｐ
、
酌

⑰
昆
画
〕
ご
息
司
＆
’
旨
．
野
沢
訳
、
や
雪
？
式

⑬
圃
○
巳
晨
臼
倖
く
凹
冒
冒
昌
＆
・
身
己
．
君
○
唱
冒
国
も
罷
戸
鴎
ｌ
誤

⑲
冒
農
ご
臂
曰
く
号
園
唱
画
圃
且
．
耳
の
曙
四
目
畠
ロ
〔
》
冒
弔
邑
鈩

函
い
Ｉ
い
つ
①
》
胃
＠
．

＠
埠
角
ゞ
や
晟
虫
］
ｌ
障
野
沢
訳
、
や
誤
画

＠
旨
の
シ
胃
』
］
畠
』
ロ
酌

、
旨
、
少
．
や
露
函
＆
．

⑬
旨
い
し
冑
》
旨
い
四
・
鱒

⑭
晟
画
．
僧
ロ
ロ
了
陣
山
口
訳
、
や
］
９
．

⑮
諸
識
と
訳
し
た
が
、
原
語
は
野
、
‐
恩
目
口
目
ぃ
（
諸
智
）
で
あ
る
。

⑯
ぐ
獣
も
員
戸
や
式
山
口
訳
、
己
簡
．

⑰
冒
呂
耳
習
〕
国
ぐ
ご
冨
彊
さ
圖
遇
四
２
．
ｇ
ｏ
・
巨
・
ｚ
樹
四
○
台
・
認
．

フ
コ

ロ
ｌ
へ
②
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