
わ
れ
わ
れ
に
は
↑
わ
れ
わ
れ
を
束
縛
し
て
や
ま
な
い
生
死
（
無
明
）
の
業
と
、
そ
の
束
縛
よ
り
解
放
せ
し
め
ん
が
た
め
の
佛
性
の
業

と
が
あ
る
。
佛
教
に
お
い
て
業
論
は
き
わ
め
て
大
き
く
重
要
視
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
諸
業
が
わ
れ
わ
れ
を
束
縛
し
て
や

ま
な
い
業
で
あ
る
が
故
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
諸
業
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
解
放
せ
し
め
る
こ
と
こ
そ
が
佛
教
の
目
的
で
あ
る
が
故
で
あ
る
。

従
っ
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
佛
教
の
歴
史
は
、
佛
（
覚
者
）
の
智
慧
に
基
い
て
、
そ
の
智
慧
か
ら
必
然
的
結
果
と
し
て
は
た
ら
き
で
た

①

慈
悲
の
は
た
ら
き
を
も
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
を
生
死
（
無
明
）
の
業
か
ら
解
放
せ
し
め
ん
と
し
た
解
放
の
歴
史
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
を
生
死
（
無
明
）
の
業
よ
り
解
放
せ
し
め
る
佛
性
の
業
と
は
、
次
下
に
解
読
を
試
み
た
「
究
寛
一
乗
宝
性
論

（
罰
四
目
樹
○
餅
ゆ
ぐ
号
圃
盟
巨
農
母
習
○
詐
胃
四
国
ロ
耳
②
‐
勘
、
曾
包
）
」
と
そ
の
註
釈
（
冒
圃
）
に
明
ら
か
な
如
く
、
「
厭
離
微
土
・
欣
求
浄
土
」

と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
佛
性
思
想
は
、
．
切
衆
生
悉
有
佛
性
」
と
い
う
大
前
提
の
上
に
成
立
し
て
い
る
大
乗
佛
教
に
お
け

る
重
要
な
思
想
の
随
一
で
あ
る
が
、
「
生
き
と
し
生
け
る
者
こ
と
ご
と
く
に
、
佛
性
（
ｇ
＆
富
‐
目
副
巨
・
覚
者
と
な
る
因
）
が
あ
る
」

俳
性
の
業
一
七
三

佛
性
の
業

Ｉ
厭
離
微
土
・
欣
求
浄
土

は
じ
め
に

、
－
Ｊ

ノ

川

一

乗



と
い
う
こ
の
思
想
を
、
目
下
の
〃
佛
性
の
業
″
と
い
う
こ
と
で
換
言
す
れ
ば
「
生
き
と
し
生
け
る
者
こ
と
ご
と
く
に
、
〃
厭
離
械
土
・

欣
求
浄
土
″
と
い
う
業
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
稔
士
（
生
死
。
無
明
の
世
界
）
を
厭
離
し
、
浄
土
（
浬
盤
・
真

実
の
世
界
）
を
欣
求
す
る
こ
と
こ
そ
佛
道
実
践
の
基
本
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
発
菩
提
心
の
発
動
が
あ
る
。
械
土
に
対
す
る
厭
離
な
き

浄
土
に
対
す
る
欣
求
は
な
く
、
浄
土
に
対
す
る
欣
求
な
き
微
土
に
対
す
る
厭
離
は
な
い
。
而
し
て
、
厭
離
と
欣
求
な
く
し
て
浄
土
を
語

る
は
浄
土
を
汚
し
、
欣
求
と
厭
離
な
く
し
て
械
土
を
語
る
は
所
詮
無
明
で
し
か
な
い
。

②

次
下
に
解
読
を
試
み
た
部
分
は
、
宝
性
論
に
お
い
て
〃
佛
性
の
業
″
が
解
説
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
ダ
ル
マ
リ
ン
チ

ェ
ン
の
註
釈
（
目
圃
）
が
難
解
で
あ
る
た
め
不
充
分
な
解
読
に
終
ら
ざ
る
得
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
一
応
の
解
読
試
文
で
し
か
な
い
。

〔
こ
の
解
読
試
文
に
つ
い
て
〕

③②①註一一
、、 一

、
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
附
し
て
あ
る
部
分
は
宝
性
諭
本
文
（
四
件
．
つ
ぎ
息
．
吟
》
勺
窃
怠
．
扇
も
．
雪
息
．
巴
で
あ
り
、
そ
の
外
の
部
分
は
ダ
ル
マ

③

リ
ン
チ
ェ
ン
に
よ
る
註
釈
（
目
圃
）
の
文
章
で
あ
る
。

⑱
写
・
》
屈
凹
９
国
唱
吋
習
劃
ぎ
ず
倒
叩
凹
巨
巴
働
『
山
口
○
斧
肖
印
３
ロ
ヰ
四
‐
獣
昇
３
（
両
日
オ
①
。
ざ
割
圃
国
．
］
○
ぽ
口
黒
○
口
〕
勺
異
口
ｐ
》
乞
呂
）

司
圃
〕
旨
四
目
乱
口
○
詐
四
司
沙
曾
具
３
‐
目
＆
（
○
３
日
．
ｚ
ｏ
自
白
臆
』
目
呂
．
ｚ
○
．
豊
囲
．
目
冒
蔵
外
七
四
）

一
、
〔
〕
内
は
意
味
を
明
確
に
す
る
た
め
に
挿
入
し
た
解
読
者
の
文
章
で
あ
り
、
（
）
内
は
語
意
を
明
確
に
す
る
た
め
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。

一
、
各
区
切
の
終
り
に
示
し
た
（
）
内
の
数
字
は
目
圃
（
○
冨
昌
本
）
の
頁
数
行
数
で
あ
る
。

白
井
成
道
「
根
本
佛
教
の
立
場
」
（
ポ
ス
ト
エ
」
ダ
’
一
ス
ト
、
第
２
号
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
協
会
）
参
見
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
イ
ン
ド
大
乗
佛
教
に
お
け
る
如
来
蔵
・
佛
性
の
研
究
」
（
文
栄
堂
）
第
一
部
第
一
章
を
参
見
さ
れ
た
い
・

ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
の
宝
性
論
釈
（
笥
圃
）
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
拙
著
の
序
説
第
二
を
参
見
さ
れ
た
い
。

一
七
四



も
願
い
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

い
も
な
い
で
あ
ろ
う
』
（
き
。
あ
算
．
や
韻
）

（
こ
の
偶
文
に
対
す
る
釈
疏
は
、
次
の
如
く
な
さ
れ
て
い
る
）

も
し
本
来
的
に
清
浄
で
あ
り
無
漏
の
種
子
で
あ
る
佛
性
守
目
富
‐
合
剖
口
・
佛
と
な
る
因
）
が
な
い
な
ら
ば
、
苦
の
過
患
（
且
日
蝕
く
四
）

を
見
る
こ
と
に
対
す
る
厭
離
（
昌
壗
ぐ
己
）
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
安
楽
の
利
益
を
見
る
こ
と
に
よ
る
浬
梁
に
対
す
る
欲
求
も
要
求

『
苦
を
厭
い
、
寂
静
を
得
ん
と
の
切
望
と
願
い
と
の
業
を
有
す
る
』
（
甜
・
四
１
口
吻
匡
も
．
ざ
）

（
こ
の
半
偶
に
対
す
る
釈
疏
は
、
次
の
如
く
な
さ
れ
て
い
る
）

①

〔
佛
の
〕
種
姓
命
○
吋
煙
）
を
具
す
る
者
の
な
す
業
祷
肖
目
色
）
が
大
い
な
る
願
望
（
日
農
鼠
昌
邑
冨
）
で
あ
る
こ
と
は
、
輪
廻
の
苦

な
る
膿
に
た
え
な
い
こ
と
を
了
知
し
て
輪
廻
の
苦
を
厭
離
し
、
寂
静
な
る
浬
藥
を
得
ん
と
の
切
望
と
、
得
て
い
た
ら
と
い
う
願
い
を
業

と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
考
え
（
ｇ
目
巨
）
が
生
じ
る
な
ら
ば
、
〔
佛
の
〕
種
姓
を
有
す
る
者
の
な
す
業
で
あ
る
と
知

る
ゞ
へ
き
で
あ
る
。
（
目
圃
》
魑
騨
・
‐
。
）

こ
れ
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
て
い
る
（
凹
僅
巨
魁
）
証
成
（
出
目
四
口
四
）
は
、
〃
有
情
に
は
佛
の
種
姓
（
ｇ
目
冨
‐
頃
）
茸
曾
）
が
あ
る
。
何

佛
性
の
業
一
七
五

『
も
し
佛
性
（
ｇ
＆
園
‐
島
国
目
）
が
な
い
な
ら
ば
、
苦
に
対
す
る
厭
離
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
浬
藥
に
対
す
る
欲
求
も
要
求
も
願

〔
佛
性
の
〕
業
の
意
味
を
広
釈
す
る

〔
佛
性
の
〕
業
（
菌
忌
日
ど
の
説
示



と
な
れ
ば
、
輪
廻
が
嫌
悪
（
巴
員
国
）
さ
れ
捨
離
さ
れ
ん
と
し
、
浬
樂
が
獲
得
さ
れ
ん
と
す
る
の
を
見
る
が
故
で
あ
る
〃
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
Ｇ
５
・
Ｉ
忠
亀
）

③
：
：
．
…
…
③

対
す
る
厭
離
も
な
く
、
浬
藥
に
対
す
る
切
望
も
欲
求
も
要
求
も
願
い
も
な
い
で
あ
ろ
う
″

意
志
（
８
苗
圃
）
で
あ
り
、
心
の
発
露
（
日
斥
ｇ
冒
隅
目
の
厨
国
）
で
あ
る
と
は
、
か
の
方
便
に
よ
っ
て
浬
藥
が
成
就
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

こ
と
を
見
て
愛
慕
す
る
こ
と
で
あ
る
。
（
穐
唱
ｌ
毎
）

〔
浬
梁
に
対
す
る
〕

で
あ
る
と
は
１
浬

且
国
曾
）
の
有
情
に
お
い
て
さ
え
‐
も
、
二
種
の
事
柄
（
圃
昌
四
）
を
実
現
（
冒
呉
冒
冒
印
昏
３
ｍ
目
煙
）
す
る
。
す
な
わ
ち
、
輪
廻
に
お
け

と
い
う
そ
れ
は
＄
〔
得
る
。
へ
き
対
象
を
〕
す
で
に
了
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
願

（
四
ｇ
居
里
目
‐
胃
陣
国
）
を
得
る
こ
と
に
卑
劣
（
切
目
員
○
ｓ
）
で
な
い
こ
と
で
あ
る
と
は
、
か
の
功
徳
を
具
え
て
い
る
も
の
を
得
ん
と
す
る

る
苦
の
過
患
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
〔
輪
廻
に
対
す
る
〕
厭
離
を
生
起
せ
し
め
、
浬
藥
に
お
け
る
安
楽
の
利
益
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て

⑤

１
コ
私
』
型
に
豆
夛
了
小
川
Ｊ
一
，
、
ノ
ノ
ｍ
叩
Ｊ
７
皇
・
ず
げ
乢
詑
く
一
・
丁
ぐ
無
く
、
《
司
軋
、
。
｝
・
う
．
ニ
ュ
ゴ
当
‐
ｒ
↑
ノ
、
ノ
、
Ｊ
、
Ⅱ
ノ
、
．
．
、
ノ
、
Ｊ
Ｏ
’
一
・
、
１
ノ
可
α
１
１
１
Ｊ
っ
Ｊ
二
、
ｌ
Ｆ
ｌ
‐
卜
し
Ｉ
〆
〃
、
ｆ
Ｍ
、
Ｉ
言
．
、
ヨ
ョ
・
当
Ｉ
ノ

」
と
で
あ
る
。

’
次
の
如
く
、

そ
の
点
に
つ
い
て
略
説
す
れ
ば
、
佛
性
合
且
（
岸
畠
‐
目
削
ロ
）
な
る
本
来
的

④

ヨ

有
含
目
ぐ
餌
・
輪
廻
）
と
浬
藥
と
に
お
け
る
そ
の
苦
と
安
楽
と
、
過
患
と
功
徳
と
を
見
る
の
は
、

②

勝
鬘
経
の
中
に
、

浬
藥
に
お
い
て
得
ら
る
、
へ
き
功
徳
が
具
わ
っ
て
い
る
と
了
知
す
る
こ
と
で
あ
る
。

要
求
（
冒
凹
．
碁
自
国
）
は
熱
望
さ
れ
、
《

切
望
と
欲
求
と
要
求
と
願
い

〃
世
尊
、
も
し
如
来
蔵
（
菌
昏
凋
鼻
騨
‐
盟
号
目
・
如
来
を
生
み
出
す
胎
蔵
）
が
な
い
な
ら
ば
、

〕
と
を
生
起
せ
し
め
る
の
で
あ
る

左
対
象
を
得

。
た
め
の
方

に
清
浄
で
あ
る
種
姓
命
○
茸
騨
）
は
、
邪
定
聚
（
目
］
昏
乱
茸
四
‐

便
言
凰
冨
）

そ
のい

（
官
営
己
巨
）
は
熱
望
さ
れ
た
対
象
に
対
す
る

に’ゴ

を
探
求
す
る
こ
と
念

と
説
か
れ
て
い
る
。

切
望
（
ｏ
冨
目
四
）
は
熱
望

欲
求
（
旨
呂
四
）
は
熱
望
さ
れ
た
対

〔
佛
の
〕
種
姓
（
唱
茸
四
）
が
あ

《
一
呈
一
、

一
斗
し
ユ
ノ

、
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
１

騨
国
員
』
ｐ
Ｈ
函
凹
旨
漕
凹
）

、
当
。
●
凸
Ｉ
ノ

｛
四
ロ
ロ
匡
四
い
四
一

／

◆
、

-7寺、
～

ヤー

韓
『一一｡

〉一・

V,－

あ
る 象’



考
さ
れ
て
、
輪
廻
に
お
け
る
苦
の
過
患
が
見
ら
れ
、

（
こ
の
偶
文
に
対
す
る
釈
疏
は
、
次
の
如
く
な
さ
れ
て
い
る
）

有
（
輪
廻
）
と
浬
藥
と
に
お
け
る
そ
の
苦
の
過
患
と
安
楽
の
功
徳
と
を
見
る
の
は
〔
佛
の
〕
種
姓
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。

お
よ
そ
、
有
（
輪
廻
）
と
無
（
浬
藥
）
と
の
過
患
と
功
徳
と
を
見
る
そ
の
こ
と
は
、
〔
佛
の
〕
種
姓
な
き
人
々
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
先

に
よ
っ
て
は
〔
輪
廻
に
対
す
る
〕
随
行
（
、
自
侭
Ｐ
ｇ
が
、
後
に
よ
っ
て
は
〔
浬
藥
な
る
〕
止
滅
（
口
旨
員
昌
）
が
説
か
れ
て
い
る
。
（
縄
竪
‐
。
）

脱
の
種
姓
が
あ
る
と
妾

輪
廻
の
過
患
と
、
解
脱
の
利
益
を
得
る
こ
と
と
、
空
性
の
声
を
聞
く
こ
と
と
に
よ
っ
て
〃
身
の
毛
が
ょ
だ
っ
〃
等
が
起
こ
る
と
き
、

自
ら
の
相
続
に
お
い
て
順
解
脱
分
の
善
根
（
ｇ
ｏ
厨
§
鼠
唱
制
‐
丙
巨
獣
］
ｐ
ｇ
ｐ
ｇ
が
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
前
も
っ
て
作
ら

れ
て
い
る
順
解
脱
分
と
同
一
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
道
を
修
習
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
意
楽
な
く
し
て
、
別
解
脱
律
儀
（
冒
幽
計
目
○
戸
閏
‐
闇
日
ご
胃
四
）
は
全
く
（
自
己
‐
目
②
）
生
じ
が
た
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
輪
廻
の
過
患

を
見
て
、
〔
そ
れ
を
〕
厭
離
す
る
習
気
（
『
開
四
目
）
を
起
立
す
る
こ
と
に
精
進
す
寺
へ
き
で
あ
る
。
清
浄
な
る
朋
友
に
よ
っ
て
よ
く
説
明
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
た
だ
一
度
だ
け
〔
そ
の
意
楽
が
〕
生
じ
た
と
き
で
も
、
順
解
脱
分
の
善
根
を
具
す
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
（
縄
ご
＃
。
）

|③
る
と
き
に
あ
る
が
、
種
姓
な
き
人
々
に
は
、
そ
の
こ
と
は
認
識
さ
れ
な
い
の
で
あ
る

白
分
（
曾
匡
倒
尉
⑳
ゞ
・
性
善
）

そ
の
よ
う
な
随
行
と
止
滅
と
を
決
定
す
る
根
拠

佛
性
の
業

ｃ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
従

な
る
順
解
脱
分
を
具
す
る
人
に
よ
っ
て
、

、
〆
，
１
，
．
０
日
‐
■
‐
４
‐
‐
‐
１
１
ｈ
日
■
０
１
４
０
１
１
１
‐
ｈ
卜
Ｄ
ｂ

．
何
故
で
あ
る
か
、

っ
て
、
因
な
く
縁
な
く
し
て
そ
れ
が
生
起
す
る
と
い

ま
た
浬
築
に
お
け
る
安
楽
の
利
益
が
見
ら
れ
る
そ
の
こ
と
は
、

に
よ
っ
て
、
一
般
的
な
も
の
と
特
殊
な
も
の
と
し
て
の
輪
廻
の
過
患
が
思

’
１
１
．
１
．
，
・
…
⑦

と
云
わ
ば
、

｜

I

も
し
殺
生
な
ど
の
罪
悪

』
（
埠
胄
ｏ
》
の
｝
く
げ
．
己
．
四
ｍ
）

、
う
の
は
道
理
で
な
い
。

⑧

（
凰
冨
）
を
排
除
す
る
こ

一
七
七

相
続
に
お
い
て
解’



に
お
け
る
諸
々
の
有
情
の
身
に
す
ら
も
、
如
来
の
日
輪
の

圃
国
‐
切
目
国
）
の
中
に
、
「
そ
の
点
に
つ
い
て
、
後
に
正
法
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

を
生
じ
な
い
限
り
そ
の
限
り
、

あ
る
。
（
縄
恵
ｌ
麗
騨
“
）

楽
）
を
具
す
る
菩
薩
や
独
覚
の
種
姓
あ
る
者
や
声
聞

ｑ
呉
目
ぐ
鼻
‐
ｍ
己
冒
日
ロ
寓
目
）
者
の
身
の
上
に
、
順
次
に

解
せ
し
め
る
。

過
誤
に
堕
ち
い
る
と
い
う
命
題

｜

’

有
と
無
と
の
過
患
と
利
益
と
を
観
る

正
し
く
，
具
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

覚
肌
す
る
縁
と
し
て
の
善
き
人
に
出
遇
う
こ
と
、
ま

服
っ
て
如
理
作
意
々
○
日
の
○
日
、
日
煙
の
房
習
．
農
）
に
住

。
、

見
る
こ
と
が
か
れ
に
あ
る
な
ら
ば
、

と
に
よ
っ
て
生
起
す
る
そ
の

｜
’

種
姓
を
断
た
れ
た
状
態
の
人
々
で
あ
る
か
れ
ら
（
一
關
提
）
に
も
種
姓
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
智
慧
顕
現
荘
厳
経
（
百
画
目
巨
国
伍
日
‐

⑫

過
誤
に
堕
ち
い
る
と
し
て
指
摘
し
た
確
か
な
証
拠

を
具
す
る
菩
薩
や
独
覚
の
種
姓
あ
る
者
や
声
聞
の
種
姓
あ
る
者
や
浄
ら
か
な
深
い
意
楽
を
具
す
る
有
情
や
正
し
い
信
解
を
具
す
る

郡
く
て
は
な
く
し
て
、

言
国
且
副
）
に
お
け
る
障
害
（
目
目
沙
）
を
説
示
・
三
乗
の
中
の
随
一
の
法
に
対
す
る
信
解

有
と
無
と
に
お
け
る
過
患
と
利
益
と
を
見
る
知
恵
（
ｇ
＆
宮
）
を
生
ず
る
こ
と
は
達
成
－

’
そ
の
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
で
あ
っ
て
は
過
誤
に
堕
ち
い
る
こ
と
に
な
る
。

⑩

般
浬
梁
し
な
い
種
姓
を
有
す
る
者
と
し
て
の
一
剛
提
（
旨
。
冨
昌
時
四
）
に
す
ら
も

厨
国
垣
に
住
す
る
こ
と
等
で
あ
る
解
脱
を
得
る
縁
と
し
て
の
四
つ
の
白
法
（
８
目
原
巨
富
Ｐ
）
を

〔
佛
の
〕
種
姓
を
覚
齪
せ
し
め
、
〔
佛
の
〕
種
姓
を
覚
解
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
和
姓
が
あ
る
と
了

お
よ
そ
遇
来
的
な
垢
を
浄
化
し
た
種
姓
は
↑

ま
え
も
っ
て
福
徳
を
積
ん
で
い
る
こ
と
、
川
境
に
住
す
る
こ
と
、
自
か
ら
よ
く

⑪

降
り
そ
そ
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
を
利
益
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
未
来

⑨
‐
‐
！
‐
‐
‐
‐
‐
：
…
，
．
⑨

因
な
く
縁
な
く
し
て
、
〔
佛
の
〕
種
姓
な
き
に
、

⑬
Ｉ

〔
如
き
〕
智
慧
の
光
が
、

ね
が
い

浄
ら
か
な
深
い
意
楽
（
且
ご
凱
葛
沙
・
増
上
意

邪
定
の
相
続
（
日
鼻
萄
劃
く
印
口
々
胃

を
生
ず
る
こ
と
は
達
成
し
え
な
い
の
で

〔
そ
れ
が
〕
は
じ
め
か
ら
在
る
こ
と
を

一
七
八

有
と
無
と
の
過
患
と
利
益
と
を

、
》
そ
の
Ｌ
」
き
、

へ
④
。
彦
旨
ロ
ロ
丙
は
）

〆
、

少
，
の
四
、
。
冒
計
倒
口
四
）



修
得
完
成
さ
れ
る
べ
き
種
姓
（
“
四
日
口
目
昌
菌
‐
唱
吋
四
）
が
あ
る
が
故
に
、
畢
寛
じ
て
不
浄
な
る
性
質
の
者
は
あ
り
え
な
い
。

次
の
こ
と
が
伺
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

①
一
切
有
情
に
よ
っ
て
佛
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
佛
は
後
に
ご
く
少
数
の
有
情
の
利
益
の
み
を
な
す
べ
き
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
利
他
は
少
分
と
な
り
、
福
徳
聚
を
円
満
し
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

②
一
切
有
情
が
成
佛
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
き
は
、
〔
佛
は
〕
一
人
の
有
情
の
利
益
す
ら
も
な
さ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
〔
佛
の
〕

佛
性
の
業
一
七
九

と
が
、
邪
な
輪
廻
に
愛
執
す
る
力
を
有
す
る
こ
と
を
ま
す

法
を
怨
怒
す
れ
ば
解
脱
を
得
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
う

根
本
意
趣
は
、
〔
か
れ
が
大
乗
の
法
を
処

な
く
、
〔
な
か
な
か
〕
解
脱
が
得
ら
れ
な
い

の
因
で
あ
る
解
脱
道

と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
矛
盾
す
る
、
と
云
わ
ぱ
、
そ
の
よ
う
に
説
か
れ
た
そ
れ
は
、

琴
へ
き
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
一
切
有
情
に
は
、
本
性
と
し
て
清
浄
な
る
邨
姓
（
胃
鳥
目
‐
冨
尉
泳
巨
目
目
‐
襖
）
茸
四
）
が
あ
る
が
故
に
、
ま
た

次
の
如
く
、
聖
般
渥
桑
〔
経
〕
等
の
多
く
の
経
典
の
中
に
、

遇
来
的
な
垢
に
よ
っ
て
〔
そ
の
た
め
に
〕
畢
寛
じ
て
清
浄
と
な
ら
ず
、

「

一
關
提
（
甘
○
冒
貝
詩
巴、

町
脱
を
得
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
う
必
要
性
と
し
て
の
大
乗
の
法
を
怨
怒
す
る
こ
と
を
止
滅
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。

〔
か
れ
が
大
乗
の
法
を
怨
怒
す
る
と
き
〕
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
長
い
間
の
他
時
を
輪
廻
に
流
転
し
な
け
れ
ば
な
ら

が
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
畢
寛
じ
て
般
浬
梁
し
な
い
性
質
を
有
す
る
」

こ
と
を
意
趣
し
て
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
（
器
ご
’
鰐
）

と
を
ま
す
ま
す
増
長
す
る
者
（
旨
呂
四
口
邑
圏

善
法
を
増
長
せ
し
め
る
」

佛
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
有
情
が
一
人
で
も
い
る
と
な
す

⑭

と
説
か
れ
て
い
る
（
畠
騨
奎
‐
。
）

（
胃
巴
揖
威
も
餌
Ｈ
泳
貝
丘
巨
‐
喚
）
茸
騨
）
が
あ
る
が
故
に
、

大
乗
の
法
を
怨
怒
し
、
解
脱
に
背
を
向
け
る
こ

一
関
提
）
の
因
で
あ
る
が
故
に
↑
大
乗
の



利
他
は
断
た
れ
る
こ
と
に
な
り
、
虚
無
の
辺
に
堕
ち
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

③
一
切
有
情
が
佛
を
得
る
こ
と
が
可
能
で
な
い
な
ら
ば
、
正
等
覚
者
た
ち
に
よ
っ
て
自
ら
獲
得
さ
れ
た
そ
の
位
に
一
切
有
情
を
安
立

せ
し
め
ん
と
し
て
、
輪
廻
の
続
く
限
り
な
さ
れ
る
十
二
の
仕
方
（
十
二
分
教
）
に
よ
っ
て
の
転
法
輪
は
効
果
な
き
も
の
と
な
り
、
ま
た

一
切
有
情
が
輪
廻
の
苦
を
寂
滅
す
る
こ
と
の
み
を
求
め
て
も
、
し
か
も
大
乗
の
大
悲
と
い
う
特
徴
を
円
満
し
な
い
。
す
な
わ
ち
世
尊
た

る
も
の
と
し
て
自
ら
〔
獲
得
さ
れ
た
〕
そ
の
位
に
一
切
有
情
を
安
立
す
る
こ
と
が
〔
で
き
〕
な
い
と
き
、
法
を
愛
惜
し
て
弟
子
に
伝
え

⑮

な
い
こ
と
（
§
の
９
戸
ぽ
目
且
）
が
あ
る
過
誤
に
堕
ち
い
る
（
堕
過
）
等
の
五
害
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
矛
盾
す
る
。
〔
何
と
な
れ
ば
、

そ
れ
ら
五
害
を
説
く
必
要
が
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
〕
。

艸
一
切
有
情
に
よ
っ
て
輪
廻
の
苦
が
寂
滅
さ
れ
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
究
寛
一
乗
と
し
て
す
で
に
よ
く
証
成
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
佛
を
得
る
こ
と
が
努
力
な
く
し
て
成
就
し
、
〔
ま
た
〕
解
脱
を
全
く
得
る
こ
と
が
可
能
で
な
い
有
情
が
い
る
と
き
は
、

そ
れ
は
声
の
如
く
に
あ
ら
ざ
る
密
意
（
号
冨
胃
身
四
）
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
聖
軌
範
師
に
よ
っ
て
教
証
と
理
証
と
を
も
っ
て
証
成

さ
れ
て
い
る
の
と
矛
盾
す
る
か
ら
、
〔
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
〕
ど
う
し
て
で
あ
る
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
切
有
情
が
佛
を
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
き
、
輪
廻
に
辺
際
が
な
い
と
述
べ
る
こ
と
も
合
理
的
で
な
い
も
の
と
な
ろ
う
、
と
云

わ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
二
が
あ
る
。

⑪
反
対
論
者
の
主
張
を
否
定
す
る
。

②
自
ら
の
主
張
を
設
定
す
る
。

第
一
〔
反
対
論
者
の
主
張
を
否
定
す
る
〕
・
或
る
一
類
の
人
あ
っ
て
い
わ
く
。
『
一
切
有
情
は
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
と
決
定
す
る
こ
と
は

一
八
○



⑯

現
に
望
め
な
い
し
、
〔
一
切
有
情
は
〕
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
可
能
性
の
み
と
し
て
も
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち

果
が
生
じ
る
可
能
性
を
証
成
す
る
た
め
に
は
、
因
聚
の
充
分
で
あ
る
こ
と
が
証
拠
（
］
罫
彊
）
と
し
て
確
立
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
も
し

一
切
有
情
に
お
い
て
佛
〔
と
な
る
た
め
〕
の
因
聚
が
充
分
で
あ
る
な
ら
ば
、
解
脱
道
に
い
ま
だ
悟
入
し
て
い
な
い
有
情
は
あ
り
え
な
い

と
い
う
過
誤
に
堕
ち
い
る
こ
と
（
堕
過
）
に
な
る
。
そ
の
同
じ
き
理
由
に
よ
っ
て
、
有
情
は
、
有
情
が
輪
廻
し
て
輪
廻
が
あ
る
限
り
、

そ
れ
以
外
と
し
て
な
く
、
従
っ
て
輪
廻
の
終
局
も
な
い
。
ま
た
、
〃
究
寛
一
乗
と
し
て
証
成
さ
れ
る
意
味
（
胃
普
騨
）
は
、
〔
解
脱
〕
道
に

す
で
に
悟
入
し
て
い
る
一
切
有
情
が
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
意
味
で
あ
る
〃
と
説
か
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
し
か
し
〔
そ
の
よ
う
に

説
か
れ
て
い
る
〕
宗
（
胃
四
且
鼠
・
命
題
）
が
道
理
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
の
は
見
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
因
聚
が
充
分
で
あ
る

と
き
、
果
が
生
じ
る
可
能
性
の
普
遍
性
・
確
実
性
は
道
理
を
語
る
概
念
（
号
冒
冒
身
凹
）
で
あ
る
が
、
し
か
し
果
を
生
じ
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
と
き
、
因
聚
が
充
分
で
あ
る
と
の
普
遍
性
は
〔
道
理
を
語
る
〕
概
念
で
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
道
理
に
矛
盾
す
る
が
故
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
〔
た
と
え
ば
〕
、
麦
の
種
子
よ
り
麦
の
芽
が
生
じ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
も
〔
種
子
だ
け
で
は
因
〕
聚
が
充
分

で
あ
る
と
証
成
さ
れ
な
い
が
如
き
の
故
で
あ
る
。

ま
た
さ
ら
に
、
聖
な
る
声
聞
た
ち
に
よ
っ
て
佛
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
、
⑩
可
能
で
あ
る
か
、
或
は
、
②
可
能
で
な
い
か
。
第
一
の
如

く
〔
可
能
〕
で
あ
る
と
き
、
〔
声
聞
に
も
〕
佛
の
因
聚
が
充
分
で
あ
る
と
い
う
過
誤
に
堕
ち
い
る
こ
と
（
堕
過
）
を
許
す
こ
と
に
お
い

て
、
〔
声
聞
が
〕
大
乗
の
道
に
悟
入
し
て
い
る
と
い
う
堕
過
と
な
る
。
前
後
両
方
の
堕
過
の
証
拠
（
］
日
溜
）
と
妥
当
性
つ
目
§
は
）
は

⑰

承
認
さ
れ
て
い
る
し
、
後
の
堕
過
が
極
度
の
堕
過
（
餌
は
冒
閉
§
鴨
）
で
あ
る
こ
と
も
承
認
さ
れ
て
い
る
。
一
切
有
情
が
〔
大
乗
の
〕
道

に
悟
入
し
て
い
る
者
の
み
で
は
な
い
こ
と
に
違
反
す
る
。
第
二
の
如
く
〔
不
可
能
〕
で
あ
る
と
き
、
事
実
に
矛
盾
す
る
。
究
寛
一
乗
で

あ
る
こ
と
に
も
矛
盾
す
る
。
ま
た
一
切
有
情
が
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
と
き
、
成
佛
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
認
め
る
べ

佛
性
の
業
一
八
一



き
で
あ
る
と
い
う
の
も
〔
汝
の
〕
主
張
と
し
て
き
わ
め
て
明
ら
か
で
あ
る
〔
が
、
そ
れ
は
全
く
の
過
誤
で
あ
る
〕
・
』
と
。

他
の
人
々
が
あ
っ
て
い
わ
く
。
『
輪
廻
に
終
局
は
な
い
と
い
う
定
義
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
一
切
有
情
は
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
と
し

て
も
、
一
切
有
情
が
成
佛
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
る
に
、
一
切
有
情
が
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
と
き
、
一
切
有

情
が
成
佛
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
え
る
の
は
普
遍
的
で
あ
る
、
と
許
す
な
ら
ば
、
〃
一
切
法
（
ｇ
凶
ぐ
鱒
）
は
消
滅
し
て
し
ま
っ

て
い
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
堕
過
と
な
る
。
何
と
な
れ
ば
、
一
切
法
は
減
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
〃
と
い
う
堕
過
に
つ
い
て

〔
こ
の
こ
と
を
反
証
す
る
〕
証
権
（
胃
酋
日
日
〕
沙
）
と
承
認
（
隣
惇
冒
冨
盟
白
煙
）
と
の
明
確
な
何
ら
の
も
の
も
説
示
す
る
根
拠
が
な
い
と
い

う
堕
過
を
説
示
し
て
い
る
。
し
か
る
に
そ
の
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
過
誤
が
あ
る
か
、
〔
と
云
う
と
〕
、
〃
一
切
法
が
消

滅
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
き
、
一
切
法
が
虚
無
で
あ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
〃
と
い
う
堕
過
と
な
る
』
と
語
る
な
ら
ば

‐
も
の

〔
釈
答
〕
・
全
く
許
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
〔
汝
の
論
法
に
よ
れ
ば
〕
〃
一
切
法
舎
彦
画
く
四
）
が
無
で
あ
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
と
き
、
法

も
の

含
目
ぐ
ゆ
）
が
無
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
〃
と
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
〔
そ
う
で
あ
れ
ば
〕
〃
そ
の
限
り
の
法
は
有
で

‐
も
の

あ
る
が
、
そ
れ
以
外
と
し
て
の
法
は
無
で
あ
る
″
と
い
う
こ
と
が
堕
過
と
な
る
。
〔
も
し
反
論
し
て
〕
〃
一
切
法
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
て

も
の

い
る
こ
と
が
あ
り
う
る
〔
と
い
う
堕
過
と
な
る
〕
が
故
に
〃
と
云
わ
ぱ
、
そ
の
意
味
が
、
そ
れ
以
外
の
法
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で

堕
過
と
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
き
、
し
か
ら
ば
〃
そ
の
限
り
青
は
有
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
と
し
て
青
は
無
で
あ
る
〃
と
証
成
で
き

る
こ
と
が
堕
過
と
な
る
。
青
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
う
る
が
故
に
、
〔
汝
の
主
張
の
〕
証
印
官
凋
騨
）
が
成
立
し
な
い

と
き
、
〔
汝
に
と
っ
て
一
切
法
は
〕
常
住
実
体
的
な
も
の
と
い
う
堕
過
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
因
よ
り
生
じ
て
消
滅
し
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
り
え
な
い
が
故
に
、
一
切
法
が
消
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
お
い
て
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
堕
過
と
な
ろ
う
。

〃
一
切
有
情
が
成
佛
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
は
堕
過
で
あ
る
。
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
が
故
で
あ
る
〃
と
い
う
こ

一
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と
に
つ
い
て
、
一
類
の
人
あ
っ
て
〃
一
切
有
情
が
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
者
と
し
て
普
遍
で
あ
る
こ
と
（
ご
箸
ｇ
は
堕
過
で
あ
る
。

一
切
有
情
は
死
ぬ
で
あ
ろ
う
者
と
し
て
普
遍
で
あ
る
が
故
で
あ
る
〃
と
い
う
過
誤
を
〔
職
と
し
て
〕
語
る
の
は
、
知
識
が
き
わ
め
て
粗

雑
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。

先
の
堕
過
に
お
い
て
『
〃
一
切
有
情
が
成
佛
し
て
し
ま
っ
て
い
る
者
と
し
て
普
遍
で
あ
る
こ
と
は
堕
過
で
あ
る
″
と
い
わ
れ
、
或
は

〃
一
切
有
情
が
成
佛
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
は
堕
過
で
あ
る
〃
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
正
確
に
了
解
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
〃
一
切
有
情
は
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
と
決
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
〃
』
と
語
る
の
は
、

⑱

道
川
を
知
ら
な
い
混
乱
（
ぐ
陦
倒
国
）
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
〃
汝
の
一
切
有
情
は
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
″
と
い
う
か

の
決
定
智
（
日
野
騨
冨
）
は
、
汝
自
ら
の
相
続
で
あ
る
証
権
（
冒
騨
目
四
目
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
、
或
は
も
た
ら
さ
れ
な
い
の
か
。

第
一
の
如
く
〔
汝
自
ら
の
相
続
で
あ
る
証
権
に
よ
っ
て
、
そ
の
決
定
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
〕
で
あ
る
と
き
、
『
〔
一
切
有
情
は
成
佛
す

る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
〕
一
切
有
情
は
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
と
決
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
堕
過
と
な
る
。
一
切
有
情
は
成
佛
す
る
で
あ

ろ
う
と
証
権
に
よ
っ
て
決
定
す
る
が
故
に
、
〔
し
か
も
そ
の
こ
と
の
〕
普
遍
で
あ
る
こ
と
（
ぐ
乱
冒
亨
遍
充
）
は
証
成
さ
れ
な
い
。
す
な

わ
ち
証
権
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
も
、
事
実
（
胃
昏
四
）
に
お
い
て
決
定
さ
れ
て
い
な
い
が
故
で
あ
る
』
と
云
わ
ば
、
〃
汝
の
一
切
有
情
は

成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
″
と
い
う
か
の
決
定
智
は
、
固
執
さ
れ
た
対
象
（
煙
ｇ
目
ぐ
の
笛
‐
ぐ
冒
冨
）
に
対
す
る
雑
乱
の
邪
智
で
あ
る
こ
と
に

お
い
て
堕
過
で
あ
る
。
汝
の
知
識
に
よ
っ
て
〃
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
″
と
い
う
よ
う
に
決
定
す
る
の
で
あ
り
、
事
実
の
根
拠
（
胃
昏
四
‐

の
夢
目
色
）
を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
〃
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
″
と
い
う
決
定
は
何
ら
も
あ
り
え
な
い
が
故
で
あ
る
。
た
と
え
火
に

よ
っ
て
煙
が
生
じ
る
と
証
権
を
も
っ
て
証
明
し
て
も
、
〔
煙
の
〕
生
じ
て
い
る
こ
と
が
〔
事
実
と
し
て
〕
決
定
し
て
い
な
い
そ
の
如
く

⑲
…
：
．
・
・
・
…
⑲
⑳

で
あ
る
と
き
、
矛
盾
を
確
定
す
る
こ
と
（
目
鼻
冒
冒
、
）
へ
の
反
証
（
胃
鼻
号
色
目
盲
）
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
註
釈
の
中
に
「
決
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定
さ
れ
な
い
も
の
で
こ
そ
（
圏
ｅ
あ
る
。
反
証
す
る
者
が
あ
り
う
る
が
故
に
」
と
釈
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

同
じ
く
〔
証
権
を
重
ん
じ
る
汝
の
立
場
か
ら
〕
「
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
と
決
定
す
る
と
き
、
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
矛

盾
を
確
定
す
る
こ
と
へ
の
反
証
〔
相
違
縁
の
害
〕
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
』
と
云
わ
ぱ
、
職
と
事
実
と
の
両
方
が
と

も
に
証
成
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
か
の
職
に
お
い
て
、
火
に
よ
っ
て
煙
が
生
じ
る
と
証
権
に
よ
っ
て
決
定
す
る
と
き
、
〔
現
に
煙
の
生

じ
て
い
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
な
く
と
も
〕
煙
が
生
じ
る
と
決
定
し
な
い
の
は
矛
盾
で
あ
る
。
証
権
に
よ
っ
て
決
定
し
な
い
と
き
、
命

題
（
官
鼻
昔
画
）
の
意
味
が
証
権
に
よ
っ
て
証
成
さ
れ
な
い
如
く
、
命
題
は
、
わ
れ
わ
れ
の
命
題
な
る
も
の
を
設
定
す
る
こ
と
を
証
成
せ

し
め
る
何
ら
の
真
実
性
も
な
い
、
と
自
ら
暗
愚
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
『
聖
な
る
声
聞
や
独
覚
た
ち
は
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
と
決
定
し
て
い
な
い
と
い
う
堕
過
と
な
る
。
成
佛
す
る
で
あ
ろ

う
こ
と
に
つ
い
て
矛
盾
を
確
定
す
る
こ
と
へ
の
反
証
は
あ
り
う
る
が
故
に
、
〔
そ
れ
に
つ
い
て
の
〕
普
遍
性
は
認
め
ら
れ
る
』
と
主
張

す
る
と
き
、
究
寛
一
乗
と
決
定
す
る
こ
と
を
自
か
ら
も
主
張
す
る
こ
と
に
矛
盾
す
る
。
註
釈
の
か
の
本
典
の
意
味
も
ま
た
そ
の
如
く
で

な
い
と
、
そ
の
解
釈
に
お
い
て
広
く
述
尋
へ
ら
れ
た
。
そ
の
如
く
で
な
く
し
て
、
汝
が
主
張
す
る
如
く
で
あ
る
と
き
、
瓶
は
存
在
す
る
と

決
定
さ
れ
な
い
堕
過
と
な
る
。
瓶
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
矛
盾
を
確
定
す
る
こ
と
へ
の
反
証
は
あ
り
う
る
が
故
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
、
生
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
矛
盾
を
確
定
す
る
こ
と
へ
の
反
証
が
あ
り
え
て
も
、
そ
れ
が
生
じ
な
い
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に

つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
矛
盾
が
あ
ろ
う
か
。

第
二
の
如
く
〔
汝
自
ら
の
相
続
で
あ
る
証
権
に
よ
っ
て
、
そ
の
決
定
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
の
〕
で
あ
る
と
き
、
〔
す
な
わ
ち
〕
一
切
有

情
は
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
汝
の
か
の
決
定
が
汝
自
ら
の
証
権
よ
り
も
た
ら
さ
れ
な
い
と
き
、
汝
に
と
っ
て
〃
一
切
有
情
は
成
佛

す
る
で
あ
ろ
う
″
と
い
う
命
題
は
道
理
で
な
い
と
い
う
堕
過
と
な
る
。
ま
た
〃
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
″
と
い
う
汝
の
判
断
智
は
適
切
な
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も
の
（
四
口
ぐ
胃
昏
四
）
で
な
い
と
い
う
堕
過
と
な
る
。
〃
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
″
と
い
う
そ
れ
は
、
汝
の
相
続
で
あ
る
証
権
に
よ
っ
て
証

成
さ
れ
な
い
が
故
に
、
普
遍
性
が
な
い
こ
と
に
お
い
て
、
見
ら
れ
ず
知
得
さ
れ
な
い
因
言
①
目
）
は
真
実
で
な
い
と
誹
誘
さ
れ
ね
ば
な
ら⑳

な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
如
く
で
あ
る
と
き
、
因
は
他
の
真
実
に
つ
い
て
も
道
理
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
間
接
的
な
認
識
令
閨
○
〕
爾
騨
）

の
す
等
へ
て
を
証
成
す
る
何
ら
の
も
の
も
な
い
、
と
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
、
了
解
を
具
す
る
賢
者
と
愚
者
と
の

差
別
は
、
自
ら
が
認
め
る
命
題
の
意
味
を
証
権
に
よ
っ
て
証
成
す
る
方
軌
を
明
確
に
設
定
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
と
知
ら
な
い
と

差
別
は
、
自
ら
缶

の
差
別
で
あ
る
。

一
切
有
情
は
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
証
権
に
よ
っ
て
証
成
さ
れ
て
、
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
あ
る
と
決
定
さ
れ
な
い
と
き

証
権
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
も
の
は
あ
る
と
決
定
さ
れ
る
設
定
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
も
の
と
し
て
存
在

し
て
い
る
こ
と
は
定
ま
っ
て
い
て
～
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
と
決
定
さ
れ
な
い
、
と
語
る
こ
と
よ
り
他
の
ど
の
よ
う
な
不
道
理
が
あ
ろ
う

か
。
一
切
有
情
の
空
間
命
口
騨
の
）
と
時
間
（
計
の
ロ
Ｏ
Ｓ
と
の
面
よ
り
、
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
と
、
成
佛
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
、
必
定
し
て

い
る
か
し
て
い
な
い
か
で
あ
る
。
後
の
如
く
〔
に
必
定
し
て
い
な
い
の
〕
で
あ
る
と
き
、
〔
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
と
か
成
佛
し
な
い
で

あ
ろ
う
と
い
う
〕
承
認
は
矛
盾
す
る
。
第
一
の
加
く
に
〔
必
定
し
て
い
る
と
き
、
す
な
わ
ち
〕
成
佛
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
必
定
し
て
い

る
と
き
、
承
認
は
矛
盾
す
る
。
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
と
必
定
し
て
い
る
と
き
、
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
と
定
め
な
い
の
は
矛
盾
で
あ
る
。

有
情
の
空
間
と
時
間
と
の
面
よ
り
、
ど
こ
に
お
い
て
も
〔
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
と
〕
必
定
し
て
い
な
い
、
と
云
わ
ば
、
有
情
の
空
間
と

時
間
と
の
面
よ
り
ど
こ
に
お
い
て
も
〔
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
と
〕
必
定
し
て
い
な
い
と
き
、
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
と
汝
に
よ
っ
て
判
断

さ
れ
る
そ
れ
は
相
応
な
き
も
の
（
四
＄
目
富
国
旦
冨
）
と
な
ろ
う
。

「
無
垢
な
る
種
姓
に
道
を
開
く
力
な
く
、

佛
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業
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じ
き
道
理
に
よ
り
て
一

認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

云
わ
ぱ
、

第
一
一
〔
自
ら
の
主
張
を
設
定
す
る
〕
．
す
で
に
述
ぺ
た
如
く
、
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
と
認
め
て
、
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
尊
重
す
る

の
を
認
め
な
い
の
は
道
理
に
矛
盾
す
る
と
述
べ
た
。
一
切
有
情
は
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
と
証
成
さ
れ
な
い
と
い
う
そ
れ
も
、
道
理
と
し

て
伺
察
に
た
え
ら
れ
な
い
。
一
切
有
情
の
心
は
本
性
と
し
て
清
浄
で
な
い
と
き
、
所
知
を
真
実
体
（
の
鼻
冨
・
諦
）
と
し
て
成
立
す
る
法

（
。
丘
肖
日
蝕
）
は
あ
り
う
る
と
認
め
る
雫
へ
き
で
あ
る
か
ら
、
一
切
法
は
諦
空
（
の
四
ｑ
四
‐
自
国
目
四
国
）
で
あ
る
と
証
権
に
よ
っ
て
証
成
さ
れ
な

い
が
故
に
、
勝
義
諦
は
設
定
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
〔
し
か
る
に
、
一
切
有
情
の
〕
心
は
本
性
と
し
て
清
浄
で
あ
る
こ
と
が
証
権
に

よ
っ
て
証
成
さ
れ
る
と
き
、
而
執
な
る
習
気
を
具
す
る
垢
が
心
を
離
れ
る
可
能
性
に
お
い
て
、
〔
垢
が
〕
遇
来
的
で
あ
る
と
、
か
の
同

じ
き
道
理
に
よ
り
て
証
成
さ
れ
る
。
そ
れ
以
外
と
し
て
は
外
教
の
学
徒
（
日
留
日
倒
昌
の
騨
冨
）
の
如
く
、
垢
が
心
の
本
性
に
入
っ
て
い
る
と

⑳
有
情
た
ち
の
相
続
で
あ
る
か
の
垢
を
擢
破
す
る
方
便
が
な
い
が
故
で
あ
る
か
、
或
は
、

②
方
便
が
あ
っ
て
も
、
知
る
者
が
誰
も
い
な
い
が
故
で
あ
る
か
、
或
は
、

⑧
そ
れ
（
方
便
を
知
る
こ
と
）
が
あ
っ
て
も
、
求
め
る
こ
と
を
随
時
に
生
じ
え
な
い
が
故
で
あ
る
か
、
或
は
、

垢
を
離
れ
る
可
能
性
を
証
権
に
よ
っ
て
証
成
す
る
も
、
垢
を
推
破
す
る
対
治
が
相
続
に
お
い
て
生
じ
る
可
能
性
を
証
成
し
な
い
、
と

勝
者
（
佛
）
の
真
意
（
§
ご
甘
劉
四
）
を
註
釈
す
る
、
と
語
る
は
、

佛
説
を
捨
て
る
に
等
し
い
」

聖
教
に
教
化
を
あ
ら
わ
す
教
令
な
き
に
、

一
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第
四
も
ま
た
道
理
で
な
い
。
有
情
が
自
か
ら
求
め
る
と
き
〔
で
も
〕
、
佛
世
尊
は
一
切
有
情
を
一
子
の
如
く
に
慈
し
む
こ
と
が
害
さ

れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
を
説
示
す
る
こ
と
を
捨
て
な
い
が
故
で
あ
る
。

第
五
も
ま
た
道
理
で
な
い
。
し
ば
ら
く
〔
佛
の
〕
種
姓
を
月
覚
め
し
め
る
縁
を
完
備
し
て
、
種
姓
に
目
覚
め
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は

本
論
の
偶
頌
や
解
釈
文
等
に
よ
っ
て
よ
く
証
成
さ
れ
て
い
る
が
故
で
あ
る
。

以
上
、
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
あ
り
え
な
い
人
は
あ
り
え
な
い
と
認
め
て
〃
一
切
有
情
は
成
佛
し
な
い
で
あ
ろ
う
、
ま
た
は
成

佛
す
る
の
で
も
成
佛
す
ゞ
へ
く
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
〃
と
認
め
る
ゞ
へ
き
で
な
い
。

佛
性
の
業
一
八
七

第
三
も
ま
た
道
理
で
な
い
。
諸
佛
の
激
励
（
８
８
口
四
）
に
よ
り
て
、
至
福
（
：
耳
目
昌
騨
）
を
求
め
る
こ
と
を
生
じ
な
い
有
情
は
あ

⑳

り
え
な
い
が
故
に
、
ま
た
至
善
（
日
原
Ｈ
①
菌
３
）
を
求
め
る
こ
と
を
と
も
あ
れ
生
じ
な
い
と
し
て
も
、
一
切
有
情
は
佛
の
二
極
姓
を
具

す
る
が
故
に
、
ま
た
一
切
有
情
が
佛
位
に
立
つ
こ
と
を
許
す
悲
（
冨
目
目
）
を
害
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
も
あ
れ
一
人
で
も
輪
廻

を
厭
離
し
浬
樂
を
求
め
る
こ
と
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
が
故
で
あ
る
。
こ
れ
は
三
伺
察
に
よ
っ
て
清
浄
な
る
聖
教
の
正
し
く
の
因
に
依

り
て
も
証
成
さ
れ
る
。

し
て
い
る
が
故
で
あ
る
。

⑤
示
さ
れ
て
も
、
か
の
方
便
に
悟
入
し
て
学
修
す
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
が
故
で
あ
る
か
、
で
あ
る
。

第
一
は
道
理
で
な
い
。
無
我
を
了
解
す
る
般
若
を
学
修
し
て
垢
を
こ
と
ご
と
く
滅
尽
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
故
で
あ
る
。

第
二
は
道
理
で
な
い
。
有
情
の
た
め
に
、
無
我
を
了
解
す
る
般
若
を
学
修
す
る
方
便
が
到
彼
岸
の
説
示
を
道
理
を
も
っ
て
よ
く
証
成

●

④
そ
の
こ
と
が
あ
り
え
て
も
、
方
便
を
知
れ
る
人
に
よ
っ
て
慈
悲
（
同
日
）
が
等
起
さ
れ
そ
れ
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
が

故
で
あ
る
か
、
或
は
、



し
か
ら
ば
「
一
切
有
情
は
成
佛
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
堕
過
で
あ
る
。
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
が
故
で
あ
る
」
と
云
わ
ば
、

実
に
許
さ
れ
る
。
成
佛
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
堕
過
で
あ
る
と
罵
る
画
く
庸
君
‐
）
の
は
道
理
で
な
い
と
す
で
に
述
べ
た
。

し
か
ら
ば
、
『
有
情
は
い
つ
も
存
在
し
な
い
者
（
：
園
ぐ
ゅ
。
無
）
で
あ
り
う
る
の
は
堕
過
で
あ
る
。
一
切
有
情
は
成
佛
し
た
者
と
し

て
存
在
し
て
い
る
者
（
ｇ
当
騨
。
有
）
で
あ
る
が
故
に
』
と
云
わ
ば
、
〔
そ
の
主
張
に
は
〕
普
遍
性
が
な
い
。
汝
が
成
佛
し
た
者
と
し

て
の
存
在
で
あ
る
と
き
、
汝
が
存
在
し
な
い
者
（
昏
圃
く
沙
）
で
あ
る
こ
と
は
矛
盾
で
あ
る
。
有
情
が
無
（
非
存
在
・
各
自
く
い
）
で
あ
り

う
る
の
は
堕
過
で
あ
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
実
に
許
さ
れ
る
。
畢
寛
無
な
る
法
（
ｇ
習
四
）
が
存
在
し
て
い
る
が
故
で
あ
る
。

①
諸
佛
の
目
的
と
さ
れ
る
対
象
と
し
て
の
有
情
が
無
（
非
存
在
）
で
あ
り
う
る
こ
と
は
堕
過
で
あ
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
許
さ
れ
る
。

先
の
如
く
で
あ
る
。
②
佛
の
目
的
と
さ
れ
る
対
象
と
し
て
の
有
情
が
断
滅
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
は
堕
過
で
あ
る
。
一
切
有
情
は
成

佛
し
た
者
と
し
て
存
在
し
て
い
る
が
故
で
あ
る
〔
と
い
う
け
れ
ど
も
許
さ
れ
る
〕
。
③
し
か
ら
ば
、
第
八
地
の
菩
薩
を
特
性
と
す
る
汝
が

断
滅
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
は
堕
過
で
あ
る
。
汝
は
成
佛
し
た
者
と
し
て
存
在
し
て
い
る
が
故
で
あ
る
〔
と
い
う
け
れ
ど
も
許
さ
れ

る
〕
。
普
遍
性
は
と
も
に
等
し
い
か
ら
、
三
つ
と
も
認
め
ら
れ
る
。
汝
は
そ
の
普
遍
性
を
証
成
す
る
の
が
佛
で
あ
る
と
き
、
有
情
で
な

い
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
遍
性
に
つ
い
て
〔
汝
が
〕
考
え
る
の
か
考
え
な
い
の
か
を
よ
く
了
解
せ
よ
。
ま
た
詳
し
く
観
察
す
る
と
き
、
一

切
有
情
は
成
佛
し
た
者
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
一
切
有
情
と
佛
と
の
両
者
の
差
別
は
な
さ
れ
な
い
。

『
一
切
有
情
は
成
佛
し
た
者
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
き
、
そ
れ
は
ど
こ
に
存
在
し
て
い
る
の
か
、
如
何
な
る
と
き
存
在
し
て
い
る

の
か
』
と
云
わ
ば
、
し
か
ら
ぱ
＄
汝
に
よ
っ
て
〃
有
情
の
た
め
に
佛
が
得
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
″
と
い
わ
れ
る
所
得
と
し
て
の
か
の
正

等
覚
は
、
誰
の
相
続
に
お
い
て
あ
る
の
か
、
如
何
な
る
と
き
あ
る
の
か
。
〔
汝
が
答
え
て
〕
『
自
ら
が
現
等
党
す
る
と
き
に
あ
る
の
で
あ
り

⑳

か
れ
の
相
続
に
お
い
て
あ
る
の
で
あ
る
が
、
菩
薩
聚
な
る
道
に
あ
る
者
の
相
続
に
お
い
て
、
か
れ
の
所
得
で
あ
る
佛
は
な
い
が
故
で
あ
る
。

◆
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本
性
と
し
て
清
浄
に
し
て
、

因
と
果
と
は
同
時
で
な
い
が
故
に
』
と
云
わ
ば
、
そ
の
他
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
に
語
る
こ
と
に
、
ど
の
よ
う
な
不
合
理
が
あ
る
か
（

輪
廻
に
最
初
が
あ
る
と
き
、
無
因
と
な
る
か
ら
、
最
初
の
辺
際
は
な
い
こ
と
に
お
い
て
、
終
局
の
辺
際
が
あ
る
の
で
も
な
い
、
と
云

⑳

わ
ば
、
一
類
の
人
あ
っ
て
「
輪
廻
に
は
総
じ
て
後
辺
は
な
い
が
、
輪
廻
に
は
別
し
て
後
辺
（
終
局
）
は
あ
る
』
と
語
る
の
は
矛
盾
で
あ

る
。
存
在
物
舎
目
く
四
）
と
し
て
は
あ
り
え
な
い
瓶
に
つ
い
て
、
存
在
す
る
と
い
う
の
は
矛
盾
で
あ
る
が
故
で
あ
る
。
或
る
阿
含
の
中
に

「
輪
廻
に
後
辺
は
見
ら
れ
な
い
」
と
説
か
れ
た
の
は
、
或
る
有
情
が
、
か
の
と
き
の
み
に
解
脱
を
得
る
が
、
そ
れ
以
外
に
〔
解
脱
を
得

る
こ
と
を
〕
生
起
し
な
い
と
い
う
と
き
の
決
定
は
凡
夫
た
ち
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
寺
へ
き
で
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
従
っ
て
す

で
に
述
べ
た
如
く
、
解
脱
を
得
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
有
情
は
い
な
い
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
人
あ
っ
て
、
〃
輪
廻
に
後
辺
が
な
い
こ

と
に
お
い
て
、
一
切
有
情
は
成
佛
す
る
で
あ
ろ
う
″
と
い
う
の
は
↑
矛
盾
せ
る
難
儀
で
あ
る
。
戯
諭
（
官
名
§
８
）
は
も
う
充
分
で
あ

叉
句
。
（
④
四
ヶ
吟
７
１
の
、
ご
］
）

見
ら
れ
な
い
。
あ
た
か
も
、
金
像
が
泥
な
ど
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
」

佛
性
の
業

常
住
で
あ
る
こ
と
を
性
質
と
し
て
い
る
本

「
有
情
の
心
と
そ
の
垢
と
は
無
始
《

て
清
浄
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、

有
情
が
遇
来
的
な
垢
に
よ
っ
て
清
浄
と
な
り
え
な
い
の
は
道
理
で
な
い
。

｜
と
に
お
い
て
、

遇
来
的
な
垢
を
清
浄
に
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
意
趣
さ
れ
て
説
か
れ
て
い
る
（
畠
ご
‐
曙
）
。

Ｌ
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
も
遇
来
的
な
垢
は
終
り
を
具
し
て
い
る
。

遇
来
的
な
垢
の
こ
と
ご
と
く
が
清
浄
に
さ
れ
て
、
輪
廻
が
力
な
ノ
§

性
と
し
て
清
浄
な
る
真
如
は
、は
、
無
始
よ
り
垢
の
殻
に
よ
っ
て
外
側
が
覆
わ
れ
て
、

そ
の
故
は
、
世
尊
に
よ
っ
て
差
別
な
く
一
切
有
情
に
は
、

'．鞍

」
具
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
心
が
本
性
と
し

輪
廻
が
力
な
く
な
る
と
き
に
は
た
ら
き
で
る

一
八
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と
、
経
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
。
（
歸
豆
‐
傘
）

註
①
ｓ
Ｑ
ｇ
①
ｇ
ｌ
と
色
冨
呂
①
口
冒
．
還
元
の
冨
．
に
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、
「
大
い
な
る
願
望
」
と
は
「
大
浄
信
」
「
大
信
心
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
な
お
旨
く
稗
．
ｚ
○
．
隠
置
に
§
。
ｇ
の
９
１
盲
目
冒
曾
の
用
例
が
あ
る
。

②
大
正
第
十
一
巻
六
七
七
頁
Ｃ
、
大
正
第
十
二
巻
二
二
二
頁
ｂ
に
相
当
す
る
。

③
の
犀
．
欠
。
周
旨
．
に
よ
る
。

④
佛
性
論
（
弁
相
分
第
四
中
、
事
能
砧
第
四
）
に
は
「
不
定
聚
」
と
あ
る
が
、
悉
有
佛
性
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
「
邪
定
聚
」
と
あ
る
、
へ
き
で
あ

ろ
う
。
「
不
定
聚
」
と
あ
る
の
は
、
琉
伽
唯
識
学
派
と
し
て
の
世
親
の
理
解
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

⑤
以
下
に
説
明
さ
れ
る
。
ｇ
目
煙
ロ
Ｃ
Ｏ
目
》
胃
胃
昏
四
昌
騨
》
冒
眉
丘
冨
と
の
四
種
心
に
つ
い
て
、
宝
性
論
の
漢
訳
（
大
正
三
十
一
、
八
三
一
頁
ａ
）

で
は
「
求
心
、
欲
心
、
順
心
」
の
三
心
の
み
で
あ
っ
た
り
、
「
欲
、
求
、
稀
、
欲
得
、
願
」
と
も
あ
る
。
な
お
佛
性
論
で
は
「
欲
求
楽
願
」
の
四

種
心
と
あ
る
が
、
説
明
の
内
容
に
少
し
く
相
異
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
、
第
一
の
「
欲
」
に
つ
い
て
は
四
種
の
信
が
、
ま
た
第
四
の
「
願
」

の
説
明
の
中
に
は
「
以
自
利
故
不
捨
浬
渠
為
利
他
故
不
捨
生
死
」
の
一
文
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑥
以
下
に
つ
い
て
は
、
佛
性
論
で
は
「
浄
分
」
と
表
現
さ
れ
、
福
徳
分
と
解
脱
分
と
通
達
分
と
い
う
内
容
で
説
叫
さ
れ
て
い
る
。

⑦
望
４
．
欠
、
日
号
に
よ
る
。

③
葛
冨
の
餌
日
ロ
。
ｇ
＆
ａ
、
。
鴨
ロ
。
と
あ
る
が
、
国
ワ
に
従
っ
て
目
葛
、
閏
ロ
ロ
呂
呂
葛
。
開
国
秒
に
訂
正
。
な
お
目
ず
に
関
し
て
、
宝
性
論
で
は

巴
摘
む
四
目
計
函
邑
も
秒
色
四
国
国
四
口
』
〕
四
宮
１
く
で
あ
る
が
、
目
鼻
脚
で
は
巳
侭
８
ｍ
①
］
ご
秒
ご
Ｉ
と
言
い
か
え
ら
れ
て
い
る
。

⑩
園
ロ
は
｝
品
閂
２
．
閏
〕
・
普
通
は
巨
○
（
］
・
｝
〕
の
ロ
．
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
イ
ン
ド
大
乗
佛
教
に
お
け
る
如
来
蔵
・
佛
性
の
研
究
」

（
文
栄
堂
）
一
九
九
’
二
○
○
頁
を
参
見
さ
れ
た
い
。

⑪
弓
弓
で
は
乞
号
。
こ
○
胃
三
（
３
目
言
鼻
３
．
四
輪
）
と
あ
り
、
佛
性
論
に
一
致
す
る
。
宇
井
伯
寿
著
「
宝
性
論
研
究
」
五
三
六
頁
脚
註
い
、

、
。
許
ｍ
も
四
口
目
闘
魚
・
宅
秒
Ｑ

⑨
目
旨
．
と
園
圃
は
欠
・

⑩
目
号
．
は
｝
品
閂
２
．
ｍ
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⑫
本
文
に
峰

⑬
目
号
．
に

⑭
本
性
住
（

⑮
切
鼻
呂
拝

⑯
岸
四
昏
○

⑰
昏
巴
目

⑬
ｉ
ｎ
侭
Ｉ

⑲
肩
巴
昌

⑳
斉
口
四
日

⑳
房
Ｈ
品
的

⑳
本
文
宅

⑳
冨
日
層

＠
の
葛
ご
ロ
昏
豐
と
あ
る
が
、
喜
置
冒
昏
息
と
訂
正
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑳
目
口
は
昔
四
日
四
・
・
た
だ
し
宝
性
論
の
チ
尋
ヘ
ッ
ト
訳
で
は
庁
冒
を
欠
く
の
で
目
圃
に
従
っ
た
。

⑳
出
典
未
詳
。
宇
井
伯
寿
著
「
宝
性
論
研
究
」
五
三
六
頁
脚
註
⑤
を
参
見
さ
れ
た
い
。

：
↓
（
昭
和
四
十
九
年
度
文
部
省
科
研
「
総
合
研
究
」
に
よ
る
成
果
の
一
部
）

壱
や

Ｈ
④
５
３
函
「
英
訳
宝
性
論
」
一
三
三
頁
脚
註
一
七
四
な
ど
を
参
見
さ
れ
た
い
。
ち
な
み
に
、
佛
性
論
で
は
、
こ
の
「
四
輪
」
の
内
容
が
、

如
法
国
土
（
住
善
処
）
、
㈲
依
善
知
識
（
近
善
友
）
、
㈲
調
伏
自
身
〔
心
〕
、
㈲
宿
植
善
根
と
し
て
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
昌
圃

明
と
対
照
す
る
と
き
、
順
序
に
相
違
が
あ
る
だ
け
で
内
容
的
に
は
一
致
す
る
と
い
え
よ
う
。

本
文
に
は
欠
く
が
、
目
訂
に
よ
る
。
漢
訳
宝
性
論
に
は
「
華
厳
性
起
」
伝
ぐ
ゅ
３
日
囲
冨
Ｉ
咽
茸
○
ｓ
四
日
）
と
あ
る
。

｜
目
号
．
に
よ
る
。
印
再
．
は
Ｈ
駄
目
（
光
）
と
あ
る
の
み
。

｜
本
性
住
の
種
姓
（
胃
鳥
目
駕
冒
‐
唱
吋
四
）
の
こ
と
。
前
掲
の
拙
著
八
四
頁
を
参
見
さ
れ
た
い
。

｜
留
圃
目
冨
冨
ｇ
ｏ
・
に
目
口
答
と
い
う
用
例
が
あ
る
。
い
ま
は
そ
の
意
味
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
。

｜
』
国
昏
品
↓
「
現
在
無
望
」
（
格
西
曲
札
蔵
文
辞
典
に
よ
る
）
。
又
は
「
見
る
べ
し
」
の
意
味
か
。

一
昏
巴
目
○
ｍ
（
堕
過
法
）
と
あ
る
が
、
い
ま
は
昏
巴
目
①
ぃ
と
し
た
。
も
と
よ
り
昏
巳
・
冒
切
で
あ
っ
て
も
意
味
に
大
差
は
な
い
・

－
１
国
鳴
圃
日
鼠
①
“
冨
営
目
四
日
肩
冒
周
号
噌
巴
庁
呉

一
肩
巴
鄙
噂
①
ロ
唱
鴨
鴨
（
相
違
縁
の
害
）
・

｝
洋
口
四
日
二
宮
召
巴
匿
い
昌
四
常
い
己
四
昌
副
色
琶
冒
蔚
、
鴨
甥
ご
〕
色
も
四
旦
四
輌
閏
己
も
ぽ
置
同
Ｈ
ｏ
ご
（
爵
ご
‐
ひ
）

佛
性
の
業

函
望
匡
吋

七
九
頁
に
示
さ
れ
て
い
る
「
本
性
住
の
種
姓
」
と
「
修
得
完
成
さ
れ
た
る
種
姓
」
の
こ
と
。

九

の目
説住


