
本
日
、
説
一
切
有
部
の
思
想
に
つ
い
て
お
話
し
申
し
あ
げ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
が
、
実
は
、
私
が
こ
の
大
谷
大
学
へ
参
り
ま
し
て
有
部

の
思
想
に
つ
い
て
お
話
し
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
り
お
こ
が
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
と
、
自
分
で
も
思
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
大
谷
大
学
は
世
界
的
に
見
ま
し
て
も
最
も
強
力
な
『
倶
舍
論
』
研
究
の
伝
統
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
大
学
で
あ
り
ま
す
し
、
現
在
も
桜

部
建
先
生
の
よ
う
な
『
倶
舍
論
』
の
権
威
が
教
え
て
い
ら
っ
し
や
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
一
方
、
私
の
方
は
、
そ
う
い
う
伝
統
の
な
い

大
学
に
育
ち
ま
し
た
う
え
に
、
私
自
身
も
、
初
期
の
有
部
諸
論
害
と
か
、
『
倶
舍
論
』
と
い
う
大
部
の
書
物
を
す
み
か
ら
す
み
ま
で
読
ん

だ
と
い
う
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
有
部
に
つ
い
て
お
話
し
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ば
小
僧
が
師
匠
に
道
を
説

く
よ
う
な
も
の
で
＄
ま
こ
と
に
お
こ
が
ま
し
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

実
は
、
私
が
有
部
の
思
想
に
つ
い
て
も
っ
て
い
る
知
識
の
大
部
分
は
、
『
倶
舍
論
』
自
体
か
ら
得
た
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
、
む

し
ろ
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
（
七
世
紀
）
以
後
の
、
後
期
イ
ン
ド
佛
教
の
哲
学
害
、
と
く
に
認
識
論
や
論
理
学
の
テ
キ
ス
ト
の
な
か
に
あ
る

説
今

切
有
部
の
思
想
を
め
ぐ
っ
て

一

梶
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さ
き
に
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
初
期
の
有
部
論
害
や
『
倶
舍
論
』
の
内
容
に
う
と
い
私
に
と
り
ま
し
て
は
、
こ
ち
ら
の
桜
部
先
生
が

多
く
の
著
書
や
論
文
の
な
か
で
、
確
実
な
そ
し
て
明
蜥
な
有
部
理
論
の
解
説
を
な
さ
っ
て
い
る
の
が
た
い
へ
ん
あ
り
が
た
い
わ
け
で
あ
り

ま
す
。
と
く
に
、
本
日
言
及
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
二
、
三
の
理
論
に
関
す
る
先
生
の
解
説
は
、
私
の
思
索
に
と
っ
て
決
定
的
な
影
響
を

与
え
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
桜
部
先
生
の
解
説
の
一
つ
を
、
本
日
の
私
の
話
の
い
と
ぐ
ち
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

有
部
思
想
の
記
述
か
ら
得
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
い
っ
た
い
、
そ
う
い
う
後
期
の
哲
学
害
の
な
か
に
、
比
較
的
断
片
的
に
あ
ら
わ
れ
る

有
部
思
想
と
い
う
も
の
が
、
『
倶
舍
論
』
に
お
い
て
体
系
化
さ
れ
て
い
る
有
部
の
思
想
と
符
合
す
る
の
か
、
ま
た
、
『
倶
舍
論
』
に
あ
る

有
部
の
存
在
論
と
ど
う
い
う
ふ
う
に
か
か
わ
り
あ
う
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
私
は
大
き
な
関
心
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。

一
例
を
申
し
ま
す
と
、
後
期
の
哲
学
害
に
お
い
て
は
、
有
部
は
「
無
形
象
知
識
論
」
（
昌
働
圃
且
目
目
‐
ぐ
目
融
）
の
代
表
者
と
し
て
あ
ら

わ
れ
る
の
が
つ
れ
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
無
形
象
知
識
論
と
い
う
こ
と
ば
も
、
そ
の
議
論
も
、
「
倶
舍
論
』
に
は
は
っ
き
り
と
し
た
形
で

は
出
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
い
っ
た
い
こ
の
理
論
は
ほ
ん
と
う
に
有
部
の
伝
統
的
な
思
想
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ

れ
が
『
倶
舍
論
』
の
存
在
論
や
認
識
論
か
ら
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
ま
い
り
ま

す
。
今
日
、
こ
こ
で
、
私
は
、
私
の
限
ら
れ
た
知
識
の
中
に
あ
る
有
部
の
思
想
、
と
く
に
、
「
三
世
実
有
論
」
と
「
無
形
象
知
識
論
」
と

を
お
話
し
申
し
あ
げ
、
桜
部
先
生
や
み
な
さ
ま
の
よ
く
御
存
知
の
『
倶
舍
論
』
に
お
け
る
有
部
思
想
と
対
比
さ
せ
、
そ
の
二
つ
の
関
係
に

つ
い
て
お
教
え
を
乞
い
た
い
、
と
、
実
は
そ
う
思
っ
て
こ
こ
に
や
っ
て
来
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

た
だ
、
初
め
に
一
つ
お
こ
と
わ
り
し
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
本
日
の
話
の
な
か
で
は
、
有
部
の
理
論
を
か
な
り
単
純
化
し
た
形

に
し
て
御
紹
介
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
認
識
論
や
論
理
学
の
精
密
さ
に
あ
ま
り
深
く
立
ち
入
り
ま
す
と
、
か
え
っ
て
全
体
の
脈
絡
を
混
乱

さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

｜
’
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桜
部
先
生
の
学
界
に
対
す
る
大
き
な
貢
献
の
一
つ
は
、
ア
ー
ガ
マ
か
ら
有
部
の
存
在
論
が
生
成
し
て
く
る
過
程
を
み
ご
と
に
描
か
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ア
ー
ガ
マ
に
お
い
て
ブ
ッ
ダ
の
教
え
の
核
心
と
な
っ
て
い
た
も
の
に
、
御
存
知
の
よ
う
に
、
「
す
べ
て
は
無
常

で
あ
り
、
苦
で
あ
り
、
無
我
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ア
ー
ガ
マ
の
多
く
の
個
所
に
こ
の
教
え
は
説
か
れ
て
い
る
。
で
す

か
ら
、
す
↑
へ
て
の
も
の
は
無
常
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
い
わ
ば
佛
教
に
お
け
る
存
在
論
の
前
提
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
わ
け
で
あ
り

ま
す
。
私
は
、
こ
の
教
義
が
佛
教
の
存
在
論
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
存
在
論

と
い
う
哲
学
的
な
理
論
で
あ
る
よ
り
も
、
人
間
の
現
実
と
し
て
の
苦
と
無
常
、
そ
れ
か
ら
な
ん
と
か
し
て
脱
出
し
な
け
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は

救
わ
れ
な
い
と
い
う
無
常
と
苦
で
あ
り
ま
し
て
、
き
わ
め
て
救
済
論
的
な
概
念
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

ブ
ッ
ダ
は
、
し
か
し
、
す
零
へ
て
が
無
常
、
苦
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
、
そ
れ
だ
け
に
終
始
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

無
常
で
あ
り
苦
で
あ
る
世
界
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
解
脱
と
か
混
藥
と
い
わ
れ
る
状
態
に
到
達
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
到
達
で
き
る

の
だ
、
と
も
説
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
解
脱
・
混
藥
と
い
う
も
の
は
無
常
・
苦
か
ら
解
放
さ
れ
た
状
態
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

そ
れ
は
無
常
で
も
な
く
、
苦
で
も
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
い
ま
ま
で
、
「
す
雫
へ
て
は
無
常
で
あ
り
、

苦
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
た
の
に
、
そ
の
「
す
べ
て
」
と
い
わ
れ
た
世
界
の
外
に
あ
る
も
の
、
無
常
で
も
苦
で
も
な
い
世
界
が
発
見
さ
れ

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
は
、
い
ま
ま
で
の
よ
う
に
単
純
に
「
す
籍
へ
て
は
無
常
で
あ
り
、
苦
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
て
き
な
く

な
る
。
つ
ま
り
、
「
す
、
へ
て
」
の
な
か
に
は
無
常
・
苦
で
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

ア
ー
ガ
マ
に
お
き
ま
し
て
、
「
す
べ
て
」
は
「
五
瀧
」
と
等
置
さ
れ
ま
す
。
五
龍
は
物
質
的
存
在
・
感
覚
・
表
象
・
意
欲
・
意
識
（
あ

る
い
は
思
惟
）
の
五
範
鳫
に
属
す
る
も
の
で
、
す
べ
て
の
現
象
を
包
括
す
る
と
と
も
に
、
い
ず
れ
も
無
常
な
も
の
で
あ
る
。
で
す
か
ら
～

「
す
寺
へ
て
は
無
常
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
そ
の
ま
ま
「
五
穂
は
無
常
で
あ
る
」
と
い
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
こ
の
場
合

に
も
、
解
脱
・
浬
藥
と
い
う
も
の
は
五
誼
の
中
に
含
ま
れ
な
い
で
、
そ
の
外
に
あ
る
恒
常
な
、
そ
し
て
苦
を
超
越
し
た
存
在
と
し
て
残
さ

れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
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こ
う
し
て
無
常
な
も
の
の
他
に
恒
常
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
こ
れ
を
整
理
す
る
方
法
は
二
つ
あ
る
と
思
わ
れ
ま

す
。
｜
つ
は
「
す
今
へ
て
は
無
常
で
あ
る
」
と
い
う
そ
の
領
域
は
そ
の
ま
ま
一
つ
の
世
界
と
し
て
残
し
て
お
き
、
恒
常
な
る
も
の
の
領
域
は

も
う
一
つ
の
、
次
元
を
異
に
し
た
世
界
と
し
て
、
一
種
の
二
世
界
論
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
有
漏
・
無
漏
と
か
有
為
・
無

為
と
い
う
よ
う
な
範
膳
は
二
世
界
論
的
な
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
の
ち
に
有
部
が
五
位
七
十
五
法
の
範
晴
を
完
成
す
る
と
き

に
も
、
色
・
心
・
心
所
・
心
不
相
応
行
に
含
ま
れ
る
七
十
三
の
有
為
法
と
、
二
種
の
減
と
虚
空
と
い
う
無
為
の
三
法
と
を
区
別
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
、
二
世
界
論
的
な
思
考
は
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
ア
ー
ガ
マ
に
あ
ら
わ
れ
ま
す
も
う
一
つ
の
整
理
の
方
法
の
方
が
、
よ
り
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ

れ
ま
す
。
そ
れ
は
十
二
処
と
十
八
界
の
範
晴
で
あ
り
ま
す
。
御
存
知
の
と
お
り
、
十
二
処
と
い
う
範
膳
は
「
す
べ
て
の
も
の
」
を
一
つ
の

認
識
の
世
界
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
を
六
つ
の
認
識
器
官
（
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
）
と
そ
れ
に
対
応
す
る
六
つ
の
対
象
（
色
・
声

・
香
・
味
・
触
・
法
）
に
分
け
て
列
挙
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
十
二
処
は
六
種
の
認
識
を
対
象
と
器
官
と
い
う
二
契
機
に
分

っ
て
十
二
の
範
囑
と
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
十
八
界
は
、
同
じ
六
種
の
認
識
を
対
象
（
境
）
・
器
官
（
根
）
・
知
る
心
（
識
）
の
三
契
機

に
分
ち
ま
す
か
ら
十
八
の
範
時
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

重
要
な
こ
と
は
、
十
二
処
．
十
八
界
の
範
晴
に
は
さ
き
に
申
し
ま
し
た
二
世
界
論
的
性
格
は
存
在
い
た
し
ま
せ
ん
で
、
一
つ
の
認
識
の

世
界
の
な
か
に
「
す
べ
て
の
も
の
」
を
含
め
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
こ
の
一
つ
の
世
界
の
な
か
に
無
常
な
も
の

と
恒
常
な
も
の
と
い
う
、
異
質
的
な
二
種
の
存
在
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
十
二
処
に
お
い
て
意
根
の
対
象
で
あ
る
法
つ
ま

り
法
処
と
、
十
八
界
に
お
い
て
意
識
お
よ
び
意
根
の
対
象
で
あ
る
法
つ
ま
り
法
界
と
は
同
じ
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
「
考
え
ら
れ

る
も
の
」
で
あ
り
ま
す
。
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
無
常
な
も
の
だ
け
で
な
く
、
恒
常
な
も
の
、
つ
ま
り
猩
藥
や
虚

空
の
よ
う
な
無
為
の
存
在
を
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

有
部
の
教
義
で
は
法
界
（
法
処
）
は
無
表
色
・
心
心
所
法
・
心
不
相
応
行
法
・
無
為
法
よ
り
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
考
え
ら
れ
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さ
て
、
有
部
が
十
二
処
・
十
八
界
の
範
鳫
の
不
整
合
を
解
決
す
る
た
め
に
考
え
出
し
た
理
論
は
、
い
わ
ゆ
る
「
三
世
実
有
説
」
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
理
論
は
有
部
成
立
の
当
初
か
ら
存
在
し
、
ま
た
、
説
一
切
有
部
と
い
う
呼
称
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
、
重
要
で
特
異

な
理
論
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
理
論
は
、
す
べ
て
の
有
為
法
、
つ
ま
り
無
常
な
も
の
も
、
本
質
と
し
て
は
過
去
・
現
在
・
未
来
の
三
世
に
わ

た
っ
て
実
在
す
る
恒
常
な
も
の
で
あ
る
、
と
説
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
桜
部
先
生
は
こ
の
三
世
実
有
の
思
想
の
成
り
立
つ
根
拠
と
な
っ
た

三
つ
の
原
則
を
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
有
部
の
考
え
で
は
，
の
す
べ
て
の
有
為
法
が
刹
那
減
で
あ
る
こ
と
、
②
す
べ
て
の
有
為

法
が
厳
格
で
機
械
的
と
も
い
う
熱
へ
き
因
果
の
法
則
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
⑥
す
雲
へ
て
の
識
は
必
ら
ず
境
を
有
し
無
所
縁
心
の
存
在
は

許
さ
れ
ぬ
こ
と
、
と
い
う
三
つ
で
あ
り
ま
す
。
本
日
は
、
時
間
に
も
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
私
に
と
っ
て
最
も
重
要
と
思
わ
れ
ま
す
第

る
も
の
」
は
無
常
な
も
の
と
と
も
に
恒
常
な
も
の
、
物
質
的
な
も
の
と
と
も
に
非
物
質
的
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
ま
た
、
五
瀧
の
範
晴

は
無
常
な
も
の
（
有
為
法
）
だ
け
か
ら
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
十
二
処
．
十
八
界
は
恒
常
な
も
の
（
無
為
）
を
も
含
ん
で
い
る
。
そ

の
異
質
な
二
つ
の
世
界
を
同
時
に
含
む
十
二
処
．
十
八
界
は
、
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
範
晴
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
～
な
に
か
気
持
の
お

ち
つ
か
な
い
、
不
整
合
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ア
ー
ガ
マ
か
ら
十
二
処
．
十
八
界
の
範
鳫
を
受
け
つ
い
だ
有
部

は
こ
の
不
整
合
性
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
有
部
の
解
決
の
仕
方
は
、
無
為
と
い
う
恒
常
な
も
の
だ
け
で
な

く
、
有
為
と
い
う
無
常
な
も
の
も
本
質
的
に
は
恒
常
性
を
も
っ
て
い
る
と
主
張
し
、
す
尋
へ
て
の
も
の
は
本
質
の
世
界
に
お
い
て
は
恒
常
で

あ
る
と
い
う
統
一
を
与
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
は
桜
部
先
生
の
御
研
究
の
成
果
を
、
私
な
り
に
解
釈
し
、
ま
た
単
純
化
し
て
お
話
し
申
し
あ
げ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
私
は
、

佛
教
に
お
い
て
存
在
論
あ
る
い
は
形
而
上
学
が
始
ま
っ
た
の
は
、
説
一
切
有
部
が
十
二
処
．
十
八
界
の
範
晴
の
不
整
合
性
を
解
決
し
よ
う

と
し
た
そ
の
時
点
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
信
じ
て
お
り
ま
す
。

三

Qワ
ジ 』



識
の
存
在
を
許
さ
な
い
、
と
』

有
部
が
知
覚
と
概
念
的
思
惟
、

に
は
思
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

三
世
実
有
説
を
証
明
す
る
た
め
に
有
部
は
教
証
と
理
証
を
提
出
し
ま
す
が
、
い
ま
は
、
そ
の
理
証
の
方
を
吟
味
し
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。
有
部
の
考
え
方
に
従
い
ま
す
と
、
わ
れ
わ
れ
は
過
去
に
存
在
し
た
も
の
、
ま
た
未
来
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
が

、
、

で
き
る
。
た
と
え
ば
、
私
が
死
ん
だ
母
親
の
こ
と
を
い
ま
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
未
来
に
生
ま
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
子
供
の
こ
と
を

、
、

い
ま
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ま
私
が
過
去
の
も
の
、
未
来
の
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
、
そ
の
過
去
、
未
来
の
も
の
は
現

在
に
お
い
て
も
実
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
認
識
は
か
な
ら
ず
実
在
す
る
対
象
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
い
ま
私
は
過

去
の
母
親
、
未
来
の
子
供
を
考
え
て
い
る
、
つ
ま
り
、
認
識
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
対
象
は
い
ま
も
実
在
す
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
と
い

う
の
が
有
部
の
理
証
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
有
部
の
理
証
を
、
『
倶
舍
論
』
の
注
釈
家
ヤ
シ
ョ
ー
ミ
ト
ラ
（
六
世
紀
後
半
）
は
推
論
式
に
組
み
た
て
て
お
り
ま
す
。
ヤ
シ
ョ
ー
ミ

ト
ラ
は
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
（
六
世
紀
前
半
）
の
い
わ
ゆ
る
三
支
作
法
に
よ
っ
て
推
論
式
を
作
っ
て
お
り
ま
す
が
、
分
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、

そ
れ
を
西
洋
論
理
の
三
段
論
法
に
直
し
ま
す
と
、
こ
う
な
り
ま
す
。

す
尋
へ
て
の
認
識
は
か
な
ら
ず
対
象
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
対
象
の
な
い
認
識
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
考
え
方
は
、
有
部
だ
け

に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
イ
ン
ド
哲
学
一
般
に
共
通
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
し
＄
さ
ら
に
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
認
識
論

に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
ま
し
よ
う
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
有
部
の
認
識
論
に
お
い
て
特
異
な
こ
と
は
、
た
だ
対
象
の
な
い
認

識
の
存
在
を
許
さ
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
れ
以
上
の
な
に
か
が
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
実
は
、

有
部
が
知
覚
と
概
念
的
思
惟
、
い
い
か
え
れ
ば
、
感
性
的
な
認
識
と
悟
性
的
な
認
識
と
を
区
別
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
私

依
・
所
量

れ
ま
す
。

三
の
原
則
だ
け
を
こ
の
場
で
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
第
三
の
原
則
に
つ
い
て
は
桜
部
先
生
は
、
こ
れ
は
「
根
境
識
の
間
の
所

依
・
所
縁
・
能
縁
の
関
係
を
機
械
的
画
一
的
に
考
え
る
こ
と
か
ら
来
る
有
部
独
得
の
考
え
に
発
す
る
」
と
い
う
『
一
メ
ン
ト
を
付
け
て
お
ら
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（
視
感
覚
の
よ
う
に
）
認
識
は
か
な
ら
ず
実
在
す
る
対
象
を
も
つ
（
大
前
提
）
。

意
識
は
そ
の
本
性
上
認
識
で
あ
る
（
小
前
提
）
。

だ
か
ら
意
識
は
か
な
ら
ず
実
在
す
る
対
象
を
も
つ
（
結
論
）
。

つ
ま
り
、
過
去
・
未
来
の
も
の
も
意
識
と
い
う
認
識
の
対
象
に
な
る
か
ぎ
り
、
現
在
に
お
い
て
も
実
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
す
書
へ
て

の
も
の
は
意
識
の
対
象
に
な
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
は
三
世
に
わ
た
っ
て
実
在
し
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

佛
教
で
い
え
ば
経
量
部
や
唯
識
派
、
さ
ら
に
西
洋
近
世
の
認
識
論
の
洗
礼
を
受
け
て
お
り
ま
す
わ
た
く
し
ど
も
に
と
っ
て
は
、
過
去
に

お
い
て
見
た
も
の
、
未
来
に
お
い
て
見
る
で
あ
ろ
う
も
の
を
意
識
す
る
こ
と
は
記
憶
・
想
像
・
推
理
の
領
域
に
属
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
り

ま
し
て
、
悟
性
的
認
識
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、
視
感
覚
と
い
う
も
の
は
現
在
に
実
在
す
る
対
象
を
知
覚
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

知
覚
の
対
象
、
カ
ン
卜
的
に
い
え
ば
①
鳥
①
Ｅ
号
胃
で
あ
る
対
象
と
、
意
識
の
対
象
、
：
巳
号
閂
で
あ
る
対
象
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
感
性
的
認
識
と
悟
性
的
認
識
と
の
本
質
的
な
差
異
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
い
ま
黒
板
に
書
き
ま
し
た
ヤ
シ
・
ヨ
ー
ミ
ト
ラ
の
推
論
式
で
は
、
大
前
提
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
知
覚
と
小
前
提
に
あ
ら
わ

れ
る
意
識
つ
ま
り
悟
性
的
認
識
と
を
同
一
視
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
同
一
視
の
う
え
に
立
っ
て
は
じ
め
て
結
論
が
導
出
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
西
洋
の
形
式
論
理
で
い
い
ま
す
と
、
本
来
三
個
の
概
念
で
榊
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
三
段
論
法
に
お
い
て
、

一
つ
の
概
念
を
二
つ
の
異
っ
た
意
味
で
用
い
て
い
る
、
い
い
か
え
れ
ば
実
質
的
に
は
四
個
の
概
念
を
用
い
て
い
る
と
い
う
誤
り
Ｉ
四
個

概
念
の
誤
謬
Ｉ
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
推
論
は
誤
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
一
応
い
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
有
部
の
三
世
実
有
説
を
批
判
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
に
で
き
る
わ
け
で
す
が
、
た
だ
批
判
し
た
だ
け
で
は
有
部
の
思

惟
方
法
を
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
有
部
に
と
っ
て
は
、
感
性
的
対
象
と
悟
性
的
対
象
、
い
い
か
え
れ
ば
、
知
覚
で
き
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
の
区
別
を
無
視
す
る
理
由
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
れ
を
見
つ
け
る
こ
と
の
方
が
、
実
は
も
っ
と
重
要
で
あ
り
、
困

難
な
仕
事
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
さ
き
に
桜
部
先
生
が
、
三
世
実
有
の
思
想
と
い
う
も
の
は
「
根
境
識
の
間
の
所
依
・
所
縁
・
能
縁
の
関
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係
を
機
械
的
画
一
的
に
考
え
る
こ
と
か
ら
来
る
有
部
独
得
の
考
え
に
発
す
る
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
御
紹
介
し
ま
し
た
が
、
そ
の

点
を
中
心
に
有
部
の
認
識
論
を
も
う
少
し
追
求
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

十
八
界
の
範
晴
の
基
調
は
、
根
・
境
・
識
と
い
う
認
識
要
素
の
三
分
法
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
対
象
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
が

物
質
的
な
も
の
で
あ
れ
非
物
質
的
な
も
の
で
あ
れ
、
意
識
と
異
っ
た
も
の
、
意
識
の
外
に
あ
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

同
じ
こ
と
は
五
位
七
十
五
法
の
範
鳴
で
も
い
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
感
性
的
な
対
象
、
つ
ま
り
物
質
的
な
対
象
と
感
官
は
「
色
」
に

属
す
る
。
悟
性
的
な
対
象
つ
ま
り
非
物
質
的
な
対
象
は
「
心
所
」
「
心
不
相
応
行
」
「
無
為
」
の
い
ず
れ
か
に
属
し
ま
す
。
心
も
認
識
の

対
象
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
一
瞬
間
前
に
過
去
に
落
謝
し
た
心
を
現
在
の
心
が
反
省
す
る
わ
け
で
、
現
在
の
一
つ
の
心
が
そ
れ
自
身
を

認
識
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
対
象
は
、
感
性
的
で
あ
れ
、
悟
性
的
で
あ
れ
、
心
つ
ま
り
意
識
と
は
別
の
範
晴
に
属
し
、
意

識
の
外
に
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
現
在
の
知
覚
の
対
象
も
、
過
去
・
未
来
の
も
の
で
意
識
の
対
象
で
あ
る
も
の
も
、
意
識
の

外
に
あ
る
と
い
う
点
で
は
等
し
い
。
認
識
と
は
意
識
が
そ
れ
に
と
っ
て
外
的
な
対
象
を
理
解
す
る
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

経
量
部
・
唯
識
派
．
あ
る
い
は
西
洋
近
世
の
認
識
論
で
は
、
物
質
的
な
対
象
は
意
識
の
外
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
非
物
質
的
な
も
の
、
悟

性
の
対
象
で
あ
る
も
の
は
観
念
で
あ
っ
て
、
心
の
中
に
あ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
有
部
が
感
性
の
対
象
と
悟
性
の
対
象
、
あ
る
い
は
知
覚

で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
け
の
も
の
と
の
区
別
を
無
視
し
た
の
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
意
識
に
と
っ
て
は
外
的
な
も
の
で
あ
る
と
い

う
原
理
を
重
視
し
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

も
と
よ
り
、
物
質
的
な
対
象
と
非
物
質
的
な
対
象
と
は
、
前
者
は
色
に
属
し
、
後
者
は
心
所
・
心
不
相
応
行
・
無
為
に
属
し
て
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
明
確
に
区
別
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
現
在
の
知
覚
の
対
象
で
あ
っ
た
物
質
的
存
在
が
、
過
去
・
未
来
の
も
の
と
し

て
思
惟
の
対
象
と
な
っ
た
と
き
に
は
非
物
質
的
存
在
つ
ま
り
単
な
る
観
念
に
移
行
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま

す
。
物
質
的
な
も
の
が
非
物
質
的
な
も
の
に
移
行
し
た
り
↑
そ
の
逆
に
非
物
質
的
な
も
の
が
物
質
的
な
も
の
に
移
行
す
る
こ
と
を
許
す
な

ら
ば
、
有
部
が
せ
っ
か
く
厳
密
な
範
膳
に
よ
っ
て
行
な
っ
た
五
位
七
十
五
法
の
区
別
、
有
部
の
範
囑
論
的
実
在
論
は
崩
壊
し
て
し
ま
う
わ
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こ
の
話
の
初
め
の
方
で
一
寸
言
及
し
て
お
き
ま
し
た
、
有
部
の
「
無
形
象
知
識
論
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
理

論
は
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
『
プ
ラ
マ
ー
ナ
ヴ
ァ
ー
ル
テ
ィ
カ
』
、
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
（
八
世
紀
）
の
「
タ
ッ
ト
ヴ
ァ
サ
ン
グ
ラ
ハ
」
、

と
く
に
同
じ
著
者
の
コ
デ
ィ
ャ
マ
ヵ
・
ア
ラ
ン
カ
ー
ラ
』
な
ど
を
は
じ
め
、
多
く
の
後
期
諸
論
害
に
説
一
切
有
部
の
認
識
論
と
し
て
紹

介
さ
れ
、
批
判
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
経
量
部
の
認
識
論
で
あ
り
ま
す
「
有
形
象
知
識
論
」
（
固
圃
且
副
巨
騨
‐
乱
岳
）
と
対
比
さ
れ
る
の

が
常
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
古
く
か
ら
唯
識
派
の
な
か
に
有
相
唯
識
と
無
相
唯
識
と
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
有
相
・

無
相
と
も
関
係
の
あ
る
議
論
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
本
日
は
、
有
部
の
無
形
象
論
と
経
部
の
有
形
象
論
と
に
限
定
し
て
、
残
り
少
な
い

時
間
の
許
す
か
ぎ
り
、
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
た
だ
、
有
部
が
無
形
象
知
識
論
を
主
張
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
有
部
の
初

三
世
実
有
論
が
成
立
い
た
し
ま
す
と
、
第
一
節
で
申
し
あ
げ
ま
し
た
、
無
常
な
る
も
の
と
恒
常
な
る
も
の
が
同
じ
一
つ
の
世
界
に
存
在

す
る
と
い
う
不
整
合
性
は
、
本
質
的
に
は
す
べ
て
の
も
の
ｉ
無
常
な
る
も
の
す
ら
も
恒
常
的
で
あ
る
と
い
う
統
一
原
理
が
与
え
ら
れ
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
統
一
原
理
に
よ
っ
て
有
部
の
範
鳫
論
は
存
在
論
と
な
り
、
形
而
上
学
と
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

け
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
壷
は
知
覚
さ
れ
て
い
る
と
き
も
、
過
去
・
未
来
の
も
の
と
し
て
思
惟
だ
け
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

と
き
に
も
、
つ
ね
に
そ
の
本
質
は
物
質
な
の
で
あ
り
ま
す
。
思
惟
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
壷
は
観
念
に
化
し
て
し
ま
っ
て
心
の
中
に
入
り
こ

ん
で
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

有
部
が
根
・
境
・
識
の
間
の
所
依
・
所
縁
・
能
縁
の
関
係
を
機
械
的
画
一
的
に
考
え
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
は
い
ま
ま
で

述
べ
て
参
り
ま
し
た
よ
う
な
、
こ
れ
ら
三
つ
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
な
、
そ
れ
ぞ
れ
が
他
に
対
し
て
外
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
外
化
の
原
理
の
う
え
に
、
有
部
の
範
鳴
論
も
三
世
実
有
説
も
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で

あ
ｈ
／
ま
す
。

四

10］



期
諸
論
害
に
も
、
ま
た
『
倶
舎
論
』
に
も
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
こ
の
理
論
が
有
部
の
認
織
論
に
ま
ち
が
い
な
い
こ
と
、
そ
し

て
、
そ
の
理
論
が
「
倶
舍
論
』
に
お
け
る
有
部
の
体
系
か
ら
ど
う
し
て
出
て
く
る
か
、
、
と
い
う
こ
と
を
、
も
、
簡
単
に
お
話
し
し
た
い
と
思

い
ま
私
が
目
の
前
に
あ
る
一
冊
の
書
物
を
見
て
い
る
と
し
ま
し
よ
う
。
常
識
の
立
場
、
あ
る
い
は
一
般
に
素
朴
実
在
論
と
い
わ
れ
て
い

る
立
場
か
ら
し
ま
す
と
、
書
物
の
色
形
は
外
界
の
対
象
と
し
て
の
そ
の
書
物
自
体
に
屈
し
ま
す
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
意
識
は
眼
と
い
う

感
官
を
媒
介
に
し
て
そ
の
対
象
を
照
ら
す
、
あ
る
い
は
理
解
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
さ
い
書
物
の
色
形
、
つ
ま
り
形
象

は
意
識
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
意
識
そ
の
も
の
は
形
象
を
も
た
な
い
で
、
認
識
を
行
な
っ
て
い
る
と
き
に
も
、
そ
の
水
晶
の
よ
う
な

透
明
性
、
あ
る
い
は
清
ら
か
な
ス
レ
ー
ト
の
よ
う
な
性
質
を
変
え
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
が
無
形
象
知
識
論
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
イ
ン

ド
で
は
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
ヵ
、
’
一
ヤ
ー
ャ
、
サ
ー
ン
キ
ャ
な
ど
の
諸
学
派
お
よ
び
佛
教
の
説
一
切
有
部
が
主
張
し
た
も
の
だ
、
と
さ
れ
て

そ
れ
に
対
し
、
経
量
部
の
有
形
象
知
識
論
で
は
、
外
界
の
対
象
そ
の
も
の
は
知
覚
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
、
た
だ
何
か
が
あ
る
と

い
う
よ
う
に
推
理
さ
れ
、
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
見
て
い
る
書
物
の
形
象
は
、
実
は
外
界
の
対
象
〃
が
わ
れ
わ
れ
の
意

識
の
中
に
投
げ
い
れ
た
イ
メ
ー
ジ
、
表
象
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
認
識
と
は
意
識
が
自
分
の
中
に
写
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
見
る
と
い
う
、

意
識
の
自
己
認
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
さ
い
書
物
の
形
象
は
外
界
の
対
象
に
属
す
る
の
で
は
な
く
、
意

識
自
体
の
中
に
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
経
量
部
の
有
形
象
知
識
論
は
西
洋
近
世
の
表
象
主
義
的
知
覚
論
に
酷
似
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
私
が
有
部
と
経
部
の
認
識
論
を
無
形
象
諭
、
有
形
象
論
と
い
っ
て
、
表
象
と
い
う
こ
と
ば
を
使
い
ま
せ
ん
の
は
、
西
洋
哲
学
の
表
象
と
い
う
こ
と
ば
は
イ

メ
ー
ジ
と
と
も
に
概
念
を
も
含
み
ま
す
が
、
佛
教
で
ア
ー
ヵ
ー
ラ
と
い
う
と
き
は
イ
メ
ー
ジ
だ
け
を
意
味
し
て
概
念
を
含
ま
な
い
、
と
い
う
相
違
が
あ
る

か
ら
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
実
は
、
唯
識
の
有
相
・
無
相
の
論
争
で
明
瞭
に
な
る
こ
と
で
す
の
で
、
本
日
の
話
で
言
及
す
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
。
）

経
量
部
が
有
形
象
知
識
論
を
採
用
し
た
の
に
は
い
ろ
い
ろ
理
由
が
あ
り
ま
す
が
、
概
括
的
に
い
い
ま
す
と
二
つ
の
根
拠
に
よ
り
ま
す
。

い
ま
チ
リ
。

っ
て
い
ま
す

1，ワ
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瞬
間
ま
え
に
減
し
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
図
で
示
し
ま
す
と
こ
う
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
こ
の
考
え
方
か
ら
し
ま
す
と
、
外
界
に
あ
る
対
象
Ｂ
そ
の
も
の
は
け
っ
し
て
知
覚

さ
れ
な
い
で
、
Ｍ
な
い
し
Ｍ
と
い
う
結
果
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
原
因
と
し
て
存
在
し
た
は
ず

だ
、
と
推
理
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
有
名
な
副
頁
動
皇
国
ロ
自
己
①
菌
ざ
沙
（
外
界

は
推
理
の
対
象
で
あ
る
こ
と
）
と
い
う
理
論
で
あ
り
ま
す
。

第
二
の
根
拠
は
、
こ
れ
は
『
倶
舍
論
』
に
も
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、
認
識
と
い
う
も
の
は
因
果
作
用
で
あ
る
↑
と
い
う
経
量
部
の
見
解

で
あ
り
ま
す
。
心
に
せ
よ
物
に
せ
よ
、
す
べ
て
の
も
の
は
瞬
間
的
存
在
で
あ
っ
て
、
生
じ
た
刹
那
に
減
す
る
。
た
だ
次
か
ら
次
へ
と
類
似

し
た
瞬
間
が
継
起
し
て
一
つ
の
流
れ
（
相
続
）
を
な
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
刹
那
滅
論
は
経
量
部
が
と
く
に
強
調
し
た
理
論
で
あ

り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
書
物
が
原
因
と
な
っ
て
そ
の
結
果
私
の
心
に
書
物
の
形
象
が
あ
ら
わ
れ
た
と
き
に
は
、
原
因
で
あ
っ
た
書
物

は
す
で
に
減
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
的
な
考
え
方
で
は
因
果
と
い
う
も
の
は
継
時
的
な
関
係
で
あ
っ
て
、
原
因
と
結
果
と
の
間
に

は
少
な
く
と
も
一
瞬
間
の
時
間
の
ず
れ
が
あ
る
か
ら
で
す
。
い
ま
第
一
の
瞬
間
の
書
物
を
Ｂ
と
し
ま
す
。
そ
の
Ｂ
の
刺
戟
に
よ
っ
て
書
物

の
形
象
が
生
じ
た
私
の
心
を
Ｍ
と
し
ま
す
と
、
こ
の
Ｍ
は
Ｂ
よ
り
一
瞬
あ
と
、
つ
ま
り
第
二
の
瞬
間
に
起
こ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の

２

第
二
の
瞬
間
に
は
Ｂ
と
い
う
書
物
は
Ｂ
と
い
う
も
の
に
変
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
さ
て
私
の
心
の
中
に
直
接
知
覚
か
ら
生
じ
た
概
念
知
が

起
こ
っ
て
「
こ
れ
は
書
物
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
が
生
ず
る
の
に
は
も
う
一
瞬
間
か
か
り
ま
す
。
つ
ま
り
第
三
の
瞬
間
に
初
め
て
私
に
は

判
断
を
と
も
な
っ
た
Ｍ
と
い
う
心
が
生
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
は
本
来
私
の
認
識
の
対
象
で
あ
っ
た
日
は
す
で
に
二

一
つ
は
、
物
質
と
い
う
も
の
は
本
性
上
無
感
覚
言
曾
）
な
も
の
で
、
知
識
の
本
性
と
矛
盾
す
る
。
だ
か
ら
そ
の
物
質
そ
の
も
の
が
認
識
の

領
域
内
に
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
書
物
の
形
象
が
認
識
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
形
象
は
物
質
的
な
も
の
で
あ
る
は
ず
は
な
く
、
あ
く

ま
で
知
識
の
一
部
分
で
あ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
理
由
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
は
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
や
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
が

ま
で
知
識
の
一
部
分
で
あ
る
皿

し
ば
し
ば
い
っ
て
お
り
ま
す
。

M34B4

（
判
断
）
（
知
覚
）

M2 B3

M,2B2

1B1

（
対
象
）

（
瞬
間
）

（
心
）

103



説
一
切
有
部
の
無
形
象
知
識
論
で
は
、
認
識
を
継
時
的
な
因
果
作
用
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
対
象
と
感
官
と
意
識
と
は

同
一
の
瞬
間
に
お
い
て
並
列
し
、
た
が
い
に
接
触
す
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
因
果
と
い
う
も
の
が
つ
ね
に
継
時
的
な
関
係
で
あ

る
か
ど
う
か
は
、
現
代
の
哲
学
で
も
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
イ
ン
ド
、
さ
ら
に
説
一
切
有
部
で
も
同
時
的
因
果
と
い
う
も

の
を
考
え
て
い
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
た
と
え
ば
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
派
が
、
糸
が
集
ま
っ
て
布
が
で
き
て
い
る
と
き
、

糸
は
原
因
で
布
は
同
時
に
存
在
す
る
結
果
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ば
全
体
と
部
分
の
関
係
で
あ
り
ま
す
。
有
部
が
同
時
的
な
因

果
と
す
る
倶
有
因
ｌ
士
用
果
、
相
応
因
ｌ
士
用
果
な
ど
も
相
互
作
用
な
い
し
共
存
の
関
係
で
あ
っ
て
、
厳
密
な
意
味
で
の
因
果
と
は
い
え

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
と
に
か
く
、
対
象
と
そ
の
知
識
を
並
存
の
関
係
と
み
る
か
、
継
時
的
因
果
の
関
係
と
み
る
か
が
、
有
部
と
経
量
部
と
に

無
形
象
知
識
論
と
有
形
象
知
識
論
と
を
主
張
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
最
大
の
要
因
で
あ
り
ま
す
。

「
倶
舍
論
』
の
中
に
根
見
説
と
識
見
説
と
の
有
名
な
論
争
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
外
界
の
対
象
を
知
覚
し
て
い
る
と
き
、

対
象
を
見
て
い
る
の
は
眼
根
な
の
か
眼
識
な
の
か
と
い
う
論
争
で
あ
り
ま
す
。
御
承
知
の
よ
う
に
ダ
ル
マ
ト
ラ
ー
タ
と
ヴ
ァ
ス
ミ
ト
ラ
と

の
間
に
激
し
い
論
議
が
か
な
り
長
く
続
き
ま
す
が
、
結
論
だ
け
申
し
ま
す
と
、
ヴ
ァ
ス
ミ
ト
ラ
の
主
張
す
る
、
眼
識
と
共
同
し
て
い
る
眼

根
が
対
象
を
見
る
の
で
あ
っ
て
、
眼
識
は
た
だ
観
照
（
巴
ｏ
８
ｐ
妙
）
す
る
だ
け
で
あ
る
↑
と
い
う
根
見
説
が
有
部
の
正
統
と
さ
れ
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
が
意
識
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
見
れ
ど
も
見
え
ず
、
と
い
う
わ
け
で
、
眼
だ
け
で
対
象
を
見
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
眼
が
機
能
す
る
た
め
に
は
意
識
が
共
同
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
意
識
の
方
が
よ
り
重
要
で
あ
る
か
ら
、

眼
識
が
も
の
を
見
る
、
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
も
で
ま
す
が
、
目
が
見
え
な
い
人
が
も
の
を
見
る
わ
け
も
な
く
、
壁
の

向
う
側
に
あ
る
机
を
わ
れ
わ
れ
は
意
識
す
る
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
も
、
実
際
に
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
有
部
正
統
で
あ
る
根
見
家

は
、
見
る
作
用
を
眼
根
に
与
え
、
観
照
す
な
わ
ち
理
解
す
る
作
用
を
眼
識
に
与
え
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
当
然
、
見
ら
れ
て
い
る

形
象
は
、
あ
る
い
は
、
形
象
を
示
す
と
い
う
作
用
は
外
界
に
あ
る
対
象
に
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

ダ
ル
マ

こ
こ
に
は
有
部
の
範
鴫
諭
的
実
在
論
の
原
則
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
、
と
私
に
は
思
え
ま
す
。
法
と
い
う
も
の
は
た
だ
一
つ
の
本
体
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と
一
つ
の
作
用
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
法
が
二
つ
の
本
体
や
二
つ
の
作
用
を
も
っ
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
そ
の
一

つ
の
法
は
さ
ら
に
二
つ
の
法
に
分
割
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
範
鳫
に
よ
っ
て
も
の
を
区
別
す
る
と
い
う
有
部
の
哲
学
の
原
理

で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
眼
識
と
い
う
一
つ
の
法
が
見
る
作
用
と
観
照
す
る
作
用
と
の
二
つ
を
所
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で

あ
り
ま
す
。

根
見
説
が
あ
き
ら
か
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
根
と
境
と
識
と
は
夫
食
独
立
し
た
本
体
と
作
用
と
を
も
っ
て
い
て
、
そ
の
間
に
混
同
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
無
形
象
知
識
論
に
あ
て
は
め
て
い
い
ま
す
と
、
対
象
の
形
象
が
意
識
の
な
か
に
あ
る
な
ら
ば
、

意
識
は
見
る
作
用
と
見
ら
れ
る
作
用
、
あ
る
い
は
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
と
い
う
二
つ
の
本
体
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
有
部
の
範
時
論
は
ふ
た
た
び
崩
壊
し
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
有
部
は
有
形
象
知
識
論
を
し
り
ぞ
け
て
、
無
形
象
知
識
論
を
と
ら

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

有
部
の
無
形
象
知
識
論
に
つ
い
て
一
つ
の
疑
問
が
提
出
さ
れ
ま
す
。
「
有
部
に
お
い
て
も
心
所
は
つ
ね
に
心
と
と
も
に
起
こ
る
と
さ
れ

る
。
認
識
の
場
合
に
は
、
感
受
（
受
）
・
表
象
（
想
）
・
直
覚
（
尋
・
伺
を
体
と
す
る
自
性
分
別
）
・
判
断
推
理
（
言
を
体
と
す
る
計
度
分
別
）
・
記
憶

（
念
を
体
と
す
る
随
念
分
別
）
な
ど
の
諸
作
用
が
心
と
と
も
に
起
こ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
意
識
に
も
表
象
が
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か

ら
、
有
部
の
認
識
論
を
無
形
象
知
識
論
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
問
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
か
な
り
む
ず
か
し
い
問
題
で
あ
り
ま
し
て
精
密
に
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
も
う
時
間
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
私
の

結
論
だ
け
を
申
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
経
量
部
は
心
心
所
一
体
説
を
と
り
ま
す
か
ら
、
意
識
と
別
に
認
識
の
諸
作
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
本
来
物
質
的
な
も
の
で
あ
る
感
覚
器
官
が
認
識
す
る
こ
と
も
認
め
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
有
部
の
範
蠕
論
で
は
心
と
心
所
と
は
別
体

で
あ
っ
て
、
共
同
し
接
触
す
る
と
し
て
も
、
別
々
の
本
体
と
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
表
象
作
用
な
ど
は
心
所
に
属
し
、
表
象
さ
れ
る
形
象

は
外
界
の
対
象
に
属
し
、
心
は
た
だ
観
照
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
心
に
形
象
が
宿
る
と
は
有
部
は
い
わ
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

稚
拙
な
話
を
長
い
間
御
静
聴
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
あ
と
の
懇
談
会
の
席
上
で
、
い
ろ
い
ろ
御
批
判
を
い
た
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だ
け
れ
ば
幸
い
と
存
じ
ま
す
。

(

本
稿
は
昭
和
五
十
一
年
十
二
月
ハ
日
、
大
谷
大
学
佛
教
学
会
に
お
け
る
特
別
講
演
の
テ
ー
プ
を
先
生
に
筆
録
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。)
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