
唯
識
二
十
論
の
冒
頭
に
、
世
親
は
三
界
唯
識
を
標
傍
し
て
「
唯

①

と
は
対
象
の
否
定
の
意
味
で
あ
る
」
と
言
い
、
教
証
と
し
て
十
地

②

経
の
「
こ
の
三
界
は
＄
唯
心
で
あ
る
」
を
あ
げ
て
い
る
。
唯
識
説

、
、
℃
Ｔ
も
、
℃
、

は
あ
く
ま
で
主
観
に
対
立
す
る
超
越
的
対
象
を
否
定
し
、
現
象
界

③

は
た
だ
識
（
ご
言
恩
威
）
と
し
て
の
顕
現
で
あ
る
、
と
主
張
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
冒
頭
の
一
文
は
、
外
教
の
実
在
論
は
も
と
よ
り

「
境
識
倶
有
」
を
説
く
佛
教
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
学
説
の
実
在
論
に
対

す
る
自
己
の
立
場
の
表
白
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
ぐ
言
圏
煙
の
所

④

縁
は
、
た
だ
ぐ
言
砦
は
の
み
と
し
て
顕
現
す
る
」
と
言
う
解
深

密
経
以
来
の
唯
識
学
派
の
伝
統
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
二
十
論
で
は
、
当
然
、
認
識
の
対
象
の
考
察
が
そ

の
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
精
級
を
極
め
た
理
論
の
展

一

問
題
の
所
在

唯
識
二
十
論
に
お
け
る
閏
吾
四
に
つ

開
に
も
拘
ら
ず
、
私
は
一
種
の
戸
惑
い
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
お
そ
ら
く
、
認
識
の
「
対
象
」
の
原
語
胃
昏
Ｐ
に
二
つ
の

意
味
が
含
ま
れ
て
お
り
（
第
一
の
問
題
）
、
そ
し
て
私
の
考
察
で
は
、

⑤

対
象
に
は
三
種
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
に
、
そ
れ
ら
の
概
念
表
示
が

柳
か
厳
正
さ
を
欠
い
て
い
る
（
第
二
の
問
題
）
か
ら
で
は
な
い
か
。

例
え
ば
「
唯
と
は
対
象
の
否
定
の
意
味
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
時

の
肖
匡
〕
四
と
「
他
心
を
知
る
人
女
の
智
が
、
対
象
そ
れ
自
体
で
な

⑥い
（
色
‐
冒
昏
目
昏
騨
）
」
と
言
わ
れ
る
時
の
胃
昏
騨
と
は
同
じ
語
で

あ
り
乍
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
概
念
は
、
全
く
異
質
の

も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
＄
前
者
は
否
定
的
に
、

後
者
は
肯
定
的
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
二
十
論
に
は
対

⑦

象
の
意
味
と
し
て
の
自
警
色
の
語
は
三
十
五
回
用
い
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
中
で
、
最
後
の
三
回
を
除
く
残
り
の
三
十
二
の
騨
昌
屋

は
、
否
定
さ
れ
る
、
へ
き
対
象
の
概
念
を
表
わ
し
て
い
る
。
ま
た

lｨ、

て大

崎

昭

子
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｜
唯
と
は
対
象
の
否
定
の
意
味
で
あ
る
」
と
言
う
定
説
は
、
唯
識

教
学
に
お
い
て
は
、
定
説
で
あ
る
が
故
に
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
が
、
果
し
て
、
対
象
を
否
定
し
て
認
識
の
成
立
が
可
能
で
あ

ろ
う
か
（
第
三
の
問
題
）
。
若
し
認
識
が
対
象
な
し
に
成
立
す
る
と

す
れ
ば
、
そ
こ
に
知
ら
れ
る
内
容
は
虚
構
以
外
の
何
も
の
で
も
な

い
。
私
が
対
象
を
否
定
す
る
時
、
否
定
に
先
立
っ
て
、
私
は
「
対

℃
、
も

象
が
あ
る
」
と
言
う
知
識
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
＄

私
が
そ
の
存
在
を
肯
定
す
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
、
対
象
は
「
対
象

や
、
℃

で
あ
る
」
こ
と
を
止
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
対
象
は
そ
れ
自
身

も
、
や

の
存
在
、
非
存
在
に
先
行
し
て
、
何
よ
り
も
先
￥
っ
「
対
象
で
あ
ら
」

ね
ば
な
ら
な
い
。
対
象
の
否
定
は
対
象
な
し
に
は
成
立
し
得
ず
、

Ｂ
、
や

ま
た
「
対
象
が
あ
る
」
こ
と
の
否
定
は
、
同
時
に
、
否
定
さ
れ
た

対
象
の
存
在
の
肯
定
を
も
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
唯
と
は

、
、
Ｕ

対
象
の
否
定
で
あ
る
」
と
言
う
の
は
「
対
象
で
あ
る
」
こ
と
の
否

、
、
、

定
で
は
な
く
「
対
象
が
あ
る
」
こ
と
の
否
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。

以
上
、
三
つ
の
問
題
を
提
起
し
た
上
で
、
否
定
と
肯
定
の
錯
綜

す
る
中
で
、
唯
識
無
境
説
が
ど
の
よ
う
に
織
り
な
さ
れ
て
い
く
か
、

考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

（
レ
ヴ
ィ
梵
本
、
三
頁
六
行
’
四
頁
一
八
行
）

㈲
論
争
の
火
蓋
は
、
有
外
境
論
者
か
ら
の
四
事
疑
難
に
よ
っ

て
切
ら
れ
る
。
四
事
疑
難
と
は
、
処
定
不
成
難
、
時
定
不
成
難
、

相
続
不
定
不
成
難
、
作
用
不
定
不
成
難
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
外

界
に
実
在
す
る
対
象
に
よ
っ
て
、
認
識
内
容
が
規
定
さ
れ
る
と
考

え
る
立
場
か
ら
の
論
難
で
あ
る
。
も
し
識
が
対
象
か
ら
生
じ
る
の

で
な
け
れ
ば
、
認
識
は
時
間
・
空
間
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

窓
意
的
に
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
同
一
の
時
間
・
空
間
に
い

る
人
女
が
、
同
一
の
対
象
を
眺
め
て
い
る
場
合
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ

異
っ
た
認
識
が
生
じ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
し
、
対
象
が
な
け
れ

ば
、
対
象
が
人
に
対
し
て
作
用
を
持
つ
と
言
う
こ
と
も
な
い
で
あ

唯
識
無
境
説
の
基
本
的
命
題
は
「
識
は
対
象
な
し
に
生
じ
、
対

象
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な
い
」
「
識
は
自
己
自
身
の
種
子
か
ら
、

対
象
と
し
て
現
わ
れ
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
が
、
二
十
論
で
は
、

こ
の
二
つ
の
命
題
に
関
し
て
論
争
が
展
開
し
て
い
る
。
以
下
、
十

項
目
に
分
け
て
そ
の
要
点
を
記
し
、
そ
こ
に
お
い
て
何
が
否
定
さ

れ
、
否
定
さ
れ
た
も
の
に
か
わ
っ
て
何
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
か

を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

二
内
容
の
概
観

､rー

う｡



ろ
う
。
作
用
を
持
つ
当
体
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
一
定
の
時
間
。
空
間
に
一
定
の
認

識
が
起
こ
り
、
等
し
い
条
件
の
も
と
に
あ
る
人
だ
が
同
一
の
対
象

を
眺
め
る
時
に
は
、
特
定
の
一
人
に
で
は
な
く
、
す
響
へ
て
の
人
友

に
同
一
の
認
識
が
あ
り
、
眼
鬚
者
の
見
る
毛
髪
、
夢
に
見
る
も
の
、

匿
気
楼
な
ど
に
は
実
際
の
作
用
が
な
い
け
れ
ど
も
、
現
実
の
対
象

は
作
用
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
事
は
、
外
界
の
対
象
が
実
在
す
る

こ
と
の
証
左
で
は
な
い
か
。
従
っ
て
認
識
は
唯
識
所
現
で
は
な
く
、

外
界
の
対
象
に
依
存
し
、
客
観
的
条
件
に
左
右
さ
れ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
日
だ
の
経
験
を
通
し
て
、
物
が
実
在
す
る
こ
と
を
確
か
め
て

い
る
。
物
は
認
識
主
観
か
ら
独
立
に
客
観
的
に
実
在
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
人
点
に
と
っ
て
も
同
一
の
認
識
の
対
象
に

な
る
も
の
で
あ
り
、
唯
識
学
派
の
人
だ
が
言
う
よ
う
に
、
意
識
の

流
れ
の
上
に
観
念
的
に
有
る
も
の
で
は
な
い
。

世
親
は
第
一
、
第
二
の
疑
難
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
回
答
し

て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
夢
を
見
る
時
、
対
象
は
一
定
の
時
間
・

空
間
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
時
空
の
決
定
は
、
何
ら
対
象

の
実
在
を
証
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
経
験
さ
れ

る
対
象
が
実
在
し
な
い
と
言
う
点
で
は
、
夢
と
現
実
と
は
等
し

い
」
。
第
三
の
疑
難
に
対
し
て
は
、
餓
鬼
の
例
を
あ
げ
て
説
明
し

て
い
る
。
「
対
象
が
実
在
し
な
く
て
も
、
同
じ
業
の
果
報
に
住
す

る
一
切
の
餓
鬼
は
、
膿
河
を
等
し
く
見
る
で
は
な
い
か
。
従
っ
て
、

認
識
さ
れ
た
対
象
が
唯
識
所
現
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、
特
定
の
一

人
の
心
相
続
（
３
畳
３
国
餌
）
に
現
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
切
の

人
女
の
心
相
続
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
相
続
不
定
不
成
難

は
成
立
し
な
い
」
。
最
後
に
、
世
親
は
再
び
夢
の
警
嚥
を
も
っ
て
、

第
四
の
疑
難
に
答
え
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
色
ん
な
夢
を
見
て
、

生
理
的
反
応
を
示
す
こ
と
は
日
常
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

唯
識
所
現
の
対
象
に
も
作
用
が
あ
る
こ
と
の
証
拠
に
な
る
で
あ
ろ

う
」
と
。
更
に
世
親
は
地
獄
の
譽
噛
を
あ
げ
て
、
認
議
さ
れ
た
対

象
は
識
内
容
で
あ
っ
て
、
決
し
て
対
象
と
し
て
意
識
外
に
実
在
す

る
も
の
で
は
な
い
事
を
強
調
し
て
い
る
。

右
の
世
親
の
回
答
に
は
夢
、
餓
鬼
、
地
獄
の
獄
卒
な
ど
の
醤
が

多
く
用
い
ら
れ
て
い
て
、
宗
教
的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
に
気

づ
く
。
夢
に
見
る
対
象
が
実
在
し
な
い
と
言
う
こ
と
は
、
夢
か
ら

醒
め
て
後
、
は
じ
め
て
気
づ
く
の
で
あ
る
が
～
目
醒
め
て
い
な
い

「
虚
妄
分
別
反
覆
惠
習
の
眠
り
」
を
負
っ
て
い
る
人
友
は
、
対
象

が
厳
然
と
し
て
外
界
に
実
在
す
る
と
信
じ
、
現
実
の
苦
の
原
因
を

客
観
的
対
象
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
対
象

は
実
在
す
る
の
で
は
な
く
、
有
る
も
の
は
唯
、
無
始
時
来
、
業
分

別
の
習
気
を
担
っ
て
流
転
し
続
け
る
罪
深
い
人
間
存
在
の
み
で
あ

る
。
こ
の
救
わ
れ
難
い
人
間
存
在
の
あ
り
方
が
、
同
業
異
熟
の
餓

36



鬼
の
曹
職
に
よ
っ
て
鮮
明
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
世
親
の
回
答
は
、

人
間
存
在
の
罪
業
を
自
覚
さ
せ
る
と
言
う
宗
教
的
な
次
元
に
お
い

て
は
鋭
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
理
論
的
な
哲
学
的
次

元
に
お
け
る
論
争
の
場
に
お
い
て
は
、
説
得
力
を
欠
く
う
ら
み
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
理
論
的
な
立
場
で
約
言
す
れ
ば
、
わ
れ

わ
れ
の
認
識
の
真
実
性
の
否
定
と
、
外
界
の
対
象
と
対
象
に
似
現

し
た
識
と
の
、
見
ら
れ
、
知
ら
れ
る
と
言
う
性
格
の
共
通
性
の
肯

定
と
が
＃
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
有
外
境
論
者
が
主
張

、
、
、

、
、

す
る
の
は
「
対
象
が
あ
る
」
こ
と
で
あ
り
、
世
親
は
そ
の
「
が
あ

、る
」
を
否
定
し
て
、
対
象
を
内
在
化
し
て
い
る
。
対
象
が
内
在
化

さ
れ
る
時
、
そ
れ
は
最
早
や
対
象
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
対
象
の

、
、

意
味
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
煩
雑
さ
を
避
け
る
為
、
こ

い
℃
も
、
℃
、
や
も

の
意
味
と
し
て
の
対
象
を
外
界
の
対
象
と
区
別
し
て
、
内
在
的
対

象
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

（
レ
ヴ
ィ
梵
本
、
四
頁
一
八
行
’
五
頁
一
五
行
）

。
次
に
、
地
獄
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
有
部
の

獄
卒
有
情
説
、
経
量
部
の
獄
卒
非
有
情
説
に
対
す
る
世
親
の
地
獄

説
は
、
内
省
的
で
あ
り
、
地
獄
藩
自
業
自
得
の
自
心
所
現
と
見
る

も
の
で
あ
る
。
有
部
に
と
っ
て
獄
卒
は
色
法
で
あ
り
、
実
法
で
あ

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
有
情
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
、
獄
卒

は
地
獄
の
苦
を
感
じ
な
い
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
有
情
で
は
あ

り
得
な
い
。
ま
た
地
獄
の
獄
卒
が
業
力
所
感
で
あ
る
な
ら
ば
、
三

業
の
体
は
思
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
は
思
即
ち
識
の
転
変
だ
と
見

る
こ
と
が
出
来
る
、
と
言
う
の
が
世
親
の
論
駁
の
骨
子
で
あ
る
。

色
心
互
窯
説
を
立
て
る
経
量
部
は
、
心
の
働
き
を
重
視
し
、
獄
卒

を
色
心
二
法
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
成
立
す
る
仮
法
で
あ
る
と
言

う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
世
親
は
「
心
の
働
き
は
動
力
因
で
あ
っ
て

四
大
種
の
質
料
因
と
は
な
り
得
な
い
。
ま
た
業
の
薫
習
は
識
の
相

続
中
に
住
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
窯
習
の
果
も
当
然
同
一
の
識
の

相
続
中
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
車
習
の
結
果
を
識
転
変
以

外
に
求
め
る
と
、
業
因
業
果
の
道
理
に
反
す
る
」
と
批
判
し
て
い

つ
（
》
Ｏ

こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
㈲
の
場
合
と
同
じ
こ
と
で
あ
り
、

現
実
生
活
の
苦
悩
か
ら
の
解
脱
が
、
唯
識
説
を
説
く
目
的
で
あ
る

こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

（
レ
ヴ
ィ
梵
本
、
五
頁
一
五
行
’
六
頁
一
三
行
）

㈲
色
等
の
処
の
存
在
を
認
め
る
雑
阿
含
等
を
聖
教
量
と
し
て
、

経
量
部
は
世
親
に
反
論
を
試
み
て
い
る
。
若
し
地
獄
の
獄
卒
が
大

種
か
ら
転
変
す
る
の
で
は
な
く
、
識
転
変
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
何

故
、
世
尊
は
色
等
の
処
で
あ
る
法
の
存
在
を
説
か
れ
た
の
か
。
こ
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（
レ
ヴ
ィ
梵
本
、
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行
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行
）

四
こ
こ
で
反
対
論
者
か
ら
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
投
げ
か
け

ら
れ
る
。
「
有
る
‘
一
℃
の
は
、
た
だ
識
の
み
で
あ
り
、
識
が
対
象
と

し
て
顕
現
す
る
の
で
あ
っ
て
、
対
象
の
相
を
持
つ
ど
の
よ
う
な
も

の
も
存
在
し
な
い
と
言
う
法
無
我
の
強
調
は
、
唯
識
説
の
成
立
さ

え
も
危
う
く
す
る
の
で
は
な
い
か
。
何
故
な
ら
、
心
心
所
も
ま
た
、

否
定
さ
れ
る
べ
き
法
の
範
晴
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
」
。
こ
れ
に

対
し
て
世
親
は
言
う
。
「
法
無
我
と
は
法
が
存
在
し
な
い
こ
と
で

れ
に
対
し
て
、
世
親
は
「
色
等
の
処
の
存
在
を
説
く
経
文
に
は
密

意
と
し
て
唯
識
説
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
法
有
を
否
定
し
て
、

法
無
我
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
二
十
論
の
中
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

自
己
の
種
子
か
ら
（
対
象
と
し
て
）
顕
現
す
る
識
が
生
起
す

る
時
、
そ
れ
ら
（
種
子
と
顕
現
）
は
、
か
れ
（
識
）
の
二
種

③

の
処
と
し
て
牟
尼
は
説
か
れ
た
。

こ
こ
で
は
じ
め
て
、
内
在
的
対
象
が
自
己
の
種
子
か
ら
生
じ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
が
告
知
さ
れ
る
。
内
処
は
識
の
種
子
、
外
処
は

識
の
対
象
と
し
て
の
顕
現
で
あ
る
か
ら
、
識
が
自
己
自
身
の
対
象

、
、
、

と
な
る
。
従
っ
て
「
対
象
が
な
く
」
て
も
認
識
は
成
立
す
る
の
で

あ
る
。

は
な
く
、
分
別
さ
れ
た
自
体
と
し
て
有
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
唯
識
に
執
着
す
れ
ば
、
そ
の
誠
は
他
の
識
の

対
象
と
し
て
分
別
さ
れ
た
遍
計
所
執
性
の
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
対
象
が
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
は
存
在
し
な
い
よ
う
に
、
識
も
ま
た
、
他
の
識
に
よ

っ
て
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
不
可

言
説
の
自
体
と
し
て
の
心
心
所
は
存
在
す
る
か
ら
、
た
だ
心
心
所

の
み
と
言
う
唯
識
義
は
成
立
す
る
。
従
っ
て
、
唯
識
説
と
法
無
我

説
と
は
卿
か
も
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
。

こ
こ
で
は
次
の
三
つ
の
事
柄
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
意
し
た
い
。
即
ち
、
㈲
対
象
が
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は

存
在
し
な
い
、
○
遍
計
所
執
性
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

、
、
、
、
、
⑨

い
、
日
不
可
言
説
の
ｎ
体
と
し
て
の
何
か
が
有
る
、
と
言
う
こ

と
で
あ
る
・
こ
れ
ら
三
つ
の
事
柄
か
ら
、
ど
ん
な
帰
結
が
導
き
出
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
対
象
が
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
存
在
し

な
い
と
言
う
こ
と
は
、
認
識
さ
れ
て
い
る
状
態
と
は
異
な
っ
た
状

態
と
し
て
の
対
象
が
必
然
的
に
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

ま
た
、
遍
計
所
執
性
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、

何
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
、
異
っ
た
状
態
と
し
て
の

、
、

対
象
と
、
肯
定
さ
れ
て
い
る
何
か
と
は
、
不
可
言
説
の
自
体
と
し
て

、
、

の
何
か
と
、
ど
う
関
係
し
合
う
の
か
。
今
は
た
だ
、
問
題
提
起
に
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㈲
色
等
の
処
が
識
の
顕
現
で
あ
る
と
言
う
唯
識
の
立
場
が
、

世
親
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
世
親

の
唯
識
的
な
了
解
で
あ
っ
て
、
何
故
、
外
界
が
唯
識
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
か
を
説
明
す
る
理
論
で
は
な
い
。
理
論
的
に
言
え
ば
、
識

を
生
起
せ
し
め
る
原
因
と
し
て
の
極
微
の
存
在
は
認
め
ら
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
こ
の
よ
う
な
反
論
が
試
み
ら
れ
る
。

二
十
論
に
お
け
る
極
微
論
争
は
、
総
頁
数
の
約
四
分
の
一
を
占
め

て
お
り
、
こ
れ
は
、
世
親
の
主
力
が
極
微
説
論
破
に
注
が
れ
て
い

る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

勝
論
学
派
は
積
集
説
の
立
場
か
ら
、
認
識
の
対
象
を
「
有
分
色

（
Ｐ
ぐ
身
幽
国
‐
昌
冒
）
の
よ
う
に
極
微
所
成
の
一
つ
の
統
一
体
（
の
富
）

で
あ
る
」
と
主
張
し
、
毘
婆
沙
師
有
部
は
対
象
を
「
多
数
の
も
の

（
四
二
の
函
）
」
と
定
義
し
て
い
る
。
極
微
は
互
い
に
接
触
せ
ず
に
、

間
隙
を
も
っ
て
集
合
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
統
一
的
な
個
体
で
は

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
極
微
が
単
独
に
存
在
す
る
一
つ
の
群
で
あ
る
、

と
言
う
の
で
あ
る
。
経
量
部
に
と
っ
て
対
象
と
は
「
多
数
の
極
微

が
積
集
し
た
も
の
（
圏
ョ
冒
試
）
」
で
あ
る
。
積
集
の
仕
方
は
有
部

の
説
の
よ
う
に
間
隙
を
も
っ
て
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
極
微
が

と
ど
め
て
お
い
て
、
先
に
進
み
た
い
。

間
隙
な
し
に
集
合
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
勝
論
学
派
の
有
分
色
の

よ
う
に
多
極
微
の
統
一
体
と
も
異
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
三
種
の

極
微
説
を
、
世
親
は
次
の
よ
う
に
論
破
し
て
い
る
。

勝
論
学
派
の
説
は
別
な
表
現
を
用
い
れ
ば
、
部
分
（
分
色
）
と

は
別
に
全
体
（
有
分
色
）
の
存
在
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
全
体

は
部
分
を
離
れ
て
は
存
在
し
な
い
。
全
体
か
ら
部
分
を
一
つ
一
つ

取
り
除
い
て
い
く
と
後
に
は
何
も
残
ら
ず
、
何
ら
全
体
と
言
う
実

体
は
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
、
全
体
は
単
な
る
観
念
的
存
在
に
過

ぎ
な
い
か
ら
、
認
識
の
対
象
と
は
な
り
得
な
い
・

で
は
、
有
部
の
言
う
多
数
の
極
微
の
集
合
体
は
ど
う
か
。
不
可

視
、
不
可
思
惟
の
極
微
は
、
ど
ん
な
に
多
数
集
っ
て
も
、
そ
の
存

在
を
認
識
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
既
に
一
個
の
極
微
が
不
可
視
、

不
可
得
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
経
量
部
の
説
が
成
立
す
る
為
に
は
、
七
種
微
の
和
合
が

可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
の
極
微
を
中
心
に
上
下
四
方

か
ら
六
つ
の
極
微
が
結
合
し
て
立
体
と
な
る
が
、
そ
の
時
、
中
央

の
極
微
は
六
つ
の
部
分
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
「
極
微
は
不
可
分

割
で
あ
る
」
と
言
う
定
義
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
部
分
が
な
け

、
、

れ
ば
、
中
央
の
極
微
の
場
所
に
他
の
六
極
微
が
同
時
に
存
在
す
る

こ
と
に
な
り
、
七
極
微
は
一
極
微
と
同
一
量
と
な
り
、
不
可
視
の

も
の
と
な
る
。
一
極
微
が
一
個
の
実
体
と
し
て
成
立
し
な
い
以
上
、
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極
微
所
成
の
対
象
な
ど
は
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
。

以
上
で
世
親
の
論
破
は
終
わ
る
の
で
あ
る
が
、
徹
底
を
期
す
る

為
に
、
更
に
三
つ
の
反
論
を
想
定
し
て
、
そ
れ
ら
の
論
理
的
矛
盾

を
指
摘
し
て
い
る
。

第
一
は
有
部
か
ら
の
反
論
で
「
極
微
は
部
分
を
持
た
な
い
も
の

で
あ
る
か
ら
、
結
合
す
る
（
＄
昌
冒
ご
鼻
①
）
こ
と
は
な
い
が
、
積

集
し
た
も
の
（
笛
冒
冨
冨
）
が
相
互
に
結
合
す
る
こ
と
は
可
能
で

あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
積
集
し
た
も
の
は
部
分
を
持
つ
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
」
と
言
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
世
親
は

「
も
し
極
微
と
極
微
の
積
集
し
た
も
の
と
が
同
一
物
で
あ
る
場
合
、

極
微
の
結
合
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
積
集
し
た
も
の

の
結
合
も
ま
た
認
め
ら
れ
な
い
」
と
回
答
し
て
い
る
。

次
は
経
量
部
の
有
方
分
説
と
有
部
の
無
方
分
説
と
で
あ
る
が
、

既
に
論
破
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
も
し
一
極
微
に
六
部
分
が
あ
」
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
場
所
的
な
大
き
さ
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
不

可
分
割
の
一
実
体
と
し
て
の
極
微
は
成
立
し
な
く
な
る
し
、
部
分

が
な
い
な
ら
ば
、
積
集
し
た
も
の
も
一
種
微
の
量
と
同
一
と
な
っ

て
、
認
識
の
対
象
と
は
な
り
得
な
い
。

極
微
と
は
元
来
観
念
の
所
産
で
あ
り
、
物
質
を
構
成
す
る
要
素

の
最
小
単
位
で
、
不
可
分
割
、
不
可
視
、
不
可
思
惟
の
原
子
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
極
微
は
認
識
を
引
き
お

こ
す
超
越
的
原
因
と
な
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
観
念
的
な
も
の
が
、

、
、

既
に
実
在
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
感
覚
の
対
象
は
す
ゞ
へ
て

極
微
所
成
で
あ
る
と
す
る
と
こ
ろ
に
極
微
説
の
つ
ま
ず
き
が
あ
り
、

そ
の
点
が
世
親
に
よ
っ
て
鋭
く
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
現
実
に
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
を
触
発
す
る
色
等
の
属
性

（
盲
嚴
曽
国
）
が
対
象
と
な
る
と
考
え
て
見
よ
う
か
。
そ
れ
は
、
有

分
色
と
言
う
一
つ
の
実
体
か
、
多
数
の
も
の
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ

ろ
う
。
多
数
の
も
の
が
認
識
の
対
象
と
は
な
り
得
な
い
こ
と
は
、

既
に
証
明
さ
れ
て
い
る
。
も
し
一
つ
の
実
体
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

も
の
の
多
様
性
が
失
わ
れ
て
、
現
実
に
差
別
を
持
つ
対
象
の
存
在

を
証
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
対
象
の
多
様
性
を
解
釈
す
る
為

に
は
、
多
数
の
極
微
の
集
合
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
多

数
の
も
の
が
成
立
し
な
い
理
由
は
、
前
に
指
摘
さ
れ
た
通
り
で
あ

る
。
「
故
に
、
唯
識
は
成
立
す
る
」
と
結
ん
で
、
世
親
は
極
微
論

争
に
終
止
符
を
打
っ
て
い
る
。

こ
の
論
争
を
通
じ
て
何
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
か
を
考
え
て
み
よ

う
。
対
象
は
極
微
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
構
成
さ
れ

た
も
の
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
認
識
成
立
の
原
因
と
な
る
か
を
究

明
す
る
の
が
極
微
説
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の

は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
認
識
が
可
能
に
な
る
か
と
言
う
原
理
の
妥

当
性
で
あ
る
。
唯
識
説
に
と
っ
て
、
客
観
的
対
象
の
構
造
は
重
要
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（
レ
ヴ
ィ
梵
本
、
八
頁
二
二
行
’
九
頁
一
行
）

㈲
次
に
直
接
知
令
国
辱
農
笛
）
と
認
知
（
ｇ
目
ご
）
の
二
概

念
が
問
題
に
さ
れ
る
。
何
か
に
つ
い
て
の
認
知
が
あ
る
場
合
、
認

知
に
先
立
っ
て
、
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
直
接
知
が
あ
る
。
こ
の

直
接
知
こ
そ
は
対
象
の
存
在
を
肯
定
す
る
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
主
張
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
回
答
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

「
直
接
知
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
対
象
は
、
意
識
の
統
覚
作
用
に
よ

っ
て
認
知
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
時
間
的
ず
れ
が
あ
る
。
即
ち
、
認

知
が
成
立
し
て
い
る
時
に
は
既
に
直
接
知
は
消
滅
し
て
い
る
。
と

言
う
こ
と
は
、
直
接
知
が
あ
る
時
に
は
未
だ
対
象
の
認
知
は
成
立

し
て
い
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
り
↑
従
っ
て
、
現
在
の
認
知
は
過
去

の
直
接
知
の
認
知
で
あ
る
か
ら
、
直
接
知
の
認
知
が
成
立
し
て
い

な
意
味
を
持
た
な
い
。
認
識
の
内
容
は
既
に
「
識
の
対
象
と
し
て

の
顕
現
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
。
対
象
と
は
、
い
く
言
四
買
一
を

生
起
さ
せ
る
も
の
（
ロ
９
脚
目
厨
）
で
あ
る
と
同
時
に
、
。
ぐ
旨
沙
耳
』

と
同
一
の
形
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
二
つ
の

条
件
を
具
え
て
い
る
も
の
は
、
認
識
の
内
容
と
し
て
現
わ
れ
て
い

る
対
象
、
即
ち
、
識
目
ら
に
外
な
ら
な
い
。
外
界
の
対
象
を
直
接

認
識
す
る
の
で
は
な
く
て
、
既
に
識
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
対
象

を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。

（
レ
ヴ
ィ
梵
本
、
九
頁
一
行
’
九
頁
八
行
）

㈲
右
の
世
親
の
所
説
に
従
え
ば
、
意
識
の
統
覚
作
用
が
お
こ

る
の
は
、
直
接
知
が
減
し
た
後
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
記
憶

（
“
日
肖
四
目
）
作
用
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
記
憶
が
あ
る
と
言

う
こ
と
は
、
必
然
的
に
対
象
の
直
接
知
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
拠
に

な
る
で
は
な
い
か
。
故
に
、
対
象
は
存
在
す
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
、
と
言
う
反
論
が
経
量
部
か
ら
提
出
さ
れ
る
が
、

こ
れ
は
直
接
知
に
代
わ
っ
て
、
記
憶
が
あ
る
こ
と
を
証
拠
と
し
て
、

外
界
の
対
象
の
存
在
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
世
親
は
「
種
子

に
還
元
さ
れ
た
直
接
知
が
対
象
に
似
て
現
わ
れ
、
こ
れ
を
対
象
と

し
て
第
六
意
識
が
記
憶
を
伴
っ
て
起
こ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
記
憶

る
こ
と
は
～
何
ら
対
象
の
存
在
を
証
明
す
る
根
拠
と
は
な
ら
な
い
」

こ
こ
で
は
認
識
成
立
に
先
行
し
て
直
接
知
が
あ
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
唯
識
説
で
は
こ
の
直
接
知
に
よ
っ
て

知
ら
れ
た
対
象
が
＄
直
ち
に
認
識
に
お
け
る
対
象
と
な
る
の
で
は

な
く
、
一
度
そ
れ
が
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
重
習
さ
れ
、
次
の
瞬
間
に
種

子
に
還
元
さ
れ
た
対
象
が
、
ア
ー
ラ
ャ
識
か
ら
対
象
に
似
て
顕
現

し
て
、
認
識
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
対
象
は

内
在
的
対
象
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
直
接
知
に
よ
っ
て
把
捉
さ

れ
る
対
象
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
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が
あ
る
こ
と
も
ま
た
、
対
象
が
存
在
す
る
こ
と
の
証
左
と
は
な
ら

な
い
。
記
憶
は
直
接
知
に
対
し
て
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
」
と
返
答
し
て
い
る
。

（
レ
ヴ
ィ
梵
本
、
九
頁
八
行
’
九
頁
一
六
行
）

㈹
経
量
部
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
夢
覚
不
同
難
」
は
「
若
し
一

切
が
唯
識
で
、
認
識
が
夢
の
場
合
と
同
様
に
対
象
な
し
に
生
じ
る

の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
夢
に
関
し
て
は
、
見
ら
れ
て
い
る
対

象
が
実
際
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
様
に
、
覚
醒
時

に
お
い
て
も
、
経
験
さ
れ
る
対
象
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
知
っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
覚
醒
時
に
は
対
象

の
無
を
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
現
実
の
対
象
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ

ろ
う
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
世
親
の
回
答
は
、
唯
識
思
想
の
真
髄
を
明
ら
か

に
示
す
も
の
と
し
て
重
視
し
た
い
。
「
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
経
験

は
真
実
相
を
自
覚
し
て
い
な
い
と
言
う
点
で
、
夢
を
見
て
い
る
の

と
同
様
の
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
夢
の
場
合
、
覚
め
た
後
に

そ
れ
が
夢
で
あ
っ
た
と
知
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
『
虚
妄
分
別

反
復
菫
習
の
眠
り
」
を
負
っ
て
い
る
問
は
、
わ
れ
わ
れ
は
認
識
し

つ
つ
あ
る
対
象
が
、
実
は
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
存
在
し
な

い
と
言
う
こ
と
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
＄
修
行
に
ょ

り
出
世
間
の
根
本
無
分
別
智
を
得
れ
ば
、
後
得
清
浄
世
間
智
に
ょ
岨

っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
認
識
が
迷
妄
で
あ
っ
た
と
悟
る
の
で
あ
る
。

そ
う
言
う
意
味
で
、
こ
の
現
実
と
夢
と
は
同
一
で
あ
る
と
言
わ
れ

る
の
で
あ
る
」
。

こ
こ
で
始
め
て
、
唯
識
無
境
説
が
二
智
獲
得
後
の
認
識
内
容
で

あ
る
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
。
即
ち
、
唯
識
無
境
は
悟
り
の
内
容
で

あ
っ
て
、
転
依
（
剖
園
菌
‐
菌
風
呂
言
）
の
体
験
後
に
、
従
来
の

意
識
生
活
が
反
省
的
に
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
一
切

唯
識
を
説
く
の
は
、
ア
ー
ラ
ャ
識
を
基
底
と
し
て
、
現
象
界
の
生

成
の
原
理
を
解
き
明
か
す
の
が
目
的
で
は
な
く
、
哲
学
的
思
弁
と

実
践
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
が
迷
い
の
心
の
顕
現
で
あ
る
と
言
う

宗
教
的
回
心
へ
と
導
く
の
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

三
十
頌
の
第
一
偶
に
「
実
に
、
極
左
の
我
法
の
言
説
が
行
わ
れ
て

⑩

も
、
そ
れ
は
識
転
変
に
お
い
て
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
言
葉
は
、

二
十
論
の
主
張
を
端
的
に
表
白
し
て
い
る
。
現
象
界
は
、
ア
ー
ラ

ャ
識
を
所
依
と
す
る
マ
ナ
識
に
覆
わ
れ
た
識
の
転
変
で
あ
る
と
説

か
れ
る
。
マ
ナ
識
は
意
識
の
所
依
及
び
個
人
の
染
汚
性
の
根
拠
と

な
る
も
の
で
あ
る
が
、
認
識
論
的
に
は
自
我
意
識
の
源
泉
で
あ
り
、

認
識
成
立
の
原
因
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
認
識
は
自

我
意
識
の
存
在
を
前
提
と
し
て
成
立
っ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
識

転
変
（
ぐ
言
曽
国
‐
冒
『
旨
目
邑
と
は
所
取
（
唱
画
ご
囚
）
。
能
取



（
喝
豊
里
日
）
が
働
い
て
い
る
状
態
を
言
う
。
所
取
と
は
内
在
的
対

象
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
把
握
す
る
働
き
が
能
取
で
あ
る
。
所

取
は
、
マ
ナ
識
の
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
染
汚
で
あ
る
わ
れ
わ

や
、
や
、

れ
の
分
別
言
冨
一
菌
）
に
よ
り
、
或
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ

、
℃
、
、
、
、
、
い
、
、
、

意
味
づ
け
さ
れ
る
。
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
何
か
で
あ
り

続
け
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
対
立
し
て
い
る
。
識
に
内
在

せ
し
め
ら
れ
た
対
象
は
、
客
体
化
さ
れ
た
自
我
で
あ
り
、
意
味
的

存
在
で
あ
る
。
伝
統
的
表
現
に
従
え
ば
、
そ
れ
は
「
遍
計
所
執
自

性
妄
執
習
気
」
で
あ
り
、
分
別
の
内
容
で
あ
る
。
分
別
は
識
転
変

の
あ
り
方
に
外
な
ら
な
い
か
ら
こ
の
識
転
変
に
よ
っ
て
顕
現
し

て
い
る
現
象
界
は
虚
妄
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
虚
妄
で

あ
る
と
知
る
の
は
後
得
清
浄
世
間
智
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
「
か
れ

（
円
成
実
性
）
が
見
ら
れ
な
い
時
に
は
、
こ
れ
（
依
他
起
性
）
は

⑪

見
ら
れ
な
い
‐
｜
と
言
う
三
十
頌
の
第
二
十
二
偶
後
半
は
、
こ
の
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
根
本
無
分
別
智
に
よ
っ
て
円

、
、
、

成
実
性
が
見
ら
れ
た
後
、
後
得
清
浄
世
間
智
に
よ
っ
て
、
現
象
界

診
、
、

が
無
明
縁
起
の
依
他
起
性
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
逆
で
は
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
唯
識
無
境
説
が
、

論
理
の
途
の
杜
絶
え
た
現
観
の
世
界
の
消
息
で
あ
る
と
言
う
こ
‐
こ

を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
レ
ヴ
ィ
梵
本
、
一
○
頁
一
九
行
’
一
○
頁
二
八
行
）

㈹
世
親
の
論
駁
に
よ
っ
て
、
対
象
の
無
を
余
儀
な
く
認
め
さ

せ
ら
れ
た
有
外
境
論
者
は
、
最
後
に
、
鉾
先
を
変
え
て
、
他
心
智

の
問
題
を
取
り
あ
げ
て
挑
戦
し
て
い
る
。

も
し
、
こ
れ
ら
（
一
切
）
が
唯
識
な
ら
ば
、
他
心
を
知
る
人

友
は
、
他
心
を
知
る
の
か
、
或
は
知
ら
な
い
の
か
。
…
…

も
し
（
他
心
を
）
知
ら
な
い
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
他
心
を
知

る
人
女
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
（
他
心
を
）
知
る
な
ら
ば
、
ど

⑫

う
し
て
、
対
象
そ
れ
自
体
で
な
い
（
色
‐
菌
昏
胃
昏
騨
）
の
か
。

右
の
有
外
境
論
者
の
論
難
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
唯
識
と
言
う
語
が
、
勝
義
的
意
味
に

お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
も
し
所
取
・
能
取
を
離
れ
た
心
心
所
の

み
で
あ
る
な
ら
ば
、
他
心
智
を
得
た
観
行
者
は
、
他
心
を
知
る
の

、

、

か
、
知
ら
な
い
の
か
。
他
と
は
自
に
対
立
す
る
語
で
あ
り
、
他
人

（
レ
ヴ
ィ
梵
本
、
九
頁
一
六
行
’
一
○
頁
一
九
行
）

㈹
更
に
身
・
語
・
意
業
に
関
す
る
論
争
を
通
じ
て
、
自
心
所

現
と
同
時
に
他
心
所
現
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
。

即
ち
「
相
互
の
識
の
影
響
に
よ
っ
て
、
識
の
決
定
が
相
互
に
あ
る

の
で
あ
っ
て
、
対
象
に
よ
っ
て
で
は
な
い
」
と
し
て
、
他
人
の
存
在

も
ま
た
、
存
在
の
帰
趨
と
し
て
の
識
に
還
元
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
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の
心
を
知
る
と
言
う
時
、
既
に
、
そ
こ
に
は
自
己
以
外
の
他
人
の

心
の
存
在
が
所
取
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
。
他
心
が
対
象
的
に

把
捉
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
他
心
智
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
に
知
ら
れ
る
他
心
は
、
他
心
そ
れ
自
体
で
は
な
い
。
修
習
が

究
寛
位
に
達
し
た
観
行
者
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
が
、
何
故
、

も
の
そ
れ
自
体
で
な
い
の
か
。
も
し
、
他
心
を
知
る
の
で
は
な
い

と
言
う
な
ら
「
他
心
を
知
る
人
」
と
言
う
表
現
は
成
立
し
な
い
で

あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
す
る
世
親
の
回
答
は
、
肯
定
さ
れ
て
い
る
閏
昏
四
の
概

念
雷
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
調
伏
天
の
注
釈
で
は
、
先
づ
、

他
心
智
（
冒
愚
‐
ｏ
拝
ｇ
‐
ぐ
苞
）
の
ご
匙
が
分
別
念
曽
．
旨
目
①
３
）
で

⑬

あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
て
い
る
。
他
心
智
と
は
、
観
行
者
が
観
行

力
に
よ
っ
て
、
他
心
と
等
し
い
相
を
も
っ
て
、
自
心
か
ら
生
じ
た

所
取
分
を
他
心
と
し
て
思
惟
し
、
他
心
を
知
る
、
と
分
別
す
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
こ
に
知
ら
れ
た
他
心
が
、
他
心
そ
れ
自
体
で
な
い

の
は
、
丁
度
、
わ
れ
わ
れ
が
過
去
と
未
来
の
自
己
の
心
を
あ
．
り
の

ま
ま
に
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
何
故
、
あ
り

の
ま
ま
に
知
ら
れ
な
い
の
か
。

佛
陀
の
行
境
の
よ
う
に
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら

（
他
心
と
自
心
し
｜
）
を
不
可
言
説
の
自
体
と
し
て
、
諸
佛
の

行
境
の
よ
う
に
知
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
は
二
つ
と
も
、
対

象
そ
れ
自
体
で
は
な
い
。
非
真
実
に
顕
現
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
（
ま
た
）
所
取
と
能
取
と
の
分
別
を
未
だ
断
じ
て
い

⑭

な
い
か
ら
で
あ
る
。

諸
佛
世
尊
が
了
達
さ
れ
た
よ
う
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
自
心
を
知
ら

ず
、
観
行
者
は
他
心
を
知
ら
な
い
。
勝
義
と
し
て
は
、
所
取
。
能

取
を
離
れ
た
心
心
所
の
み
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
二
取
を
未
だ
断

じ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
心
・
他
心
そ
れ
自
体
は
、
哲
学
的

思
弁
の
立
場
に
止
ま
る
限
り
不
可
知
で
あ
る
。
も
の
そ
れ
自
体
を

知
る
の
は
根
本
無
分
別
智
で
あ
り
、
自
我
意
識
を
絶
え
ず
否
定
し

て
い
く
過
程
の
中
で
、
個
人
的
意
識
の
真
如
へ
の
解
消
と
言
う
形

で
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
次
元
で
は
、
最
早
ゃ

自
他
の
区
別
は
な
く
、
一
味
平
等
で
あ
る
か
ら
、
諸
佛
の
行
境
と

言
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
胃
昏
騨
に
つ
い
て
、
不
可
言
説
の
自
体
と
し
て
の
対

象
と
、
非
真
実
に
顕
現
す
る
対
象
と
の
二
つ
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
不
可
言
説
の
自
体
と
し
て
の
対
象
に
つ
い
て
は
、
諸
佛

の
行
境
で
あ
る
と
述
語
さ
れ
、
非
真
実
に
顕
現
す
る
対
象
に
つ
い

て
は
、
所
取
・
能
取
の
分
別
が
未
断
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

非
真
実
に
顕
現
す
る
対
象
と
は
、
内
在
的
対
象
の
こ
と
で
あ
る
。

二
十
論
著
作
の
意
図
は
「
三
界
は
唯
識
で
あ
る
」
こ
と
を
立
証
す

る
点
に
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
ま
で
外
界
の
対
象
の
存
在
を
否
定
す
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る
こ
と
に
焦
点
が
絞
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
に
お
い
て
、
内
在
的

対
象
も
ま
た
、
非
真
実
で
あ
る
と
言
う
理
由
で
、
否
定
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
こ
と
が
、
｜
‐
所
取
。
能
取
の
分
別
の
断
」

と
言
う
言
葉
に
よ
っ
て
伺
い
知
ら
れ
る
。
内
在
的
対
象
の
否
定
に

よ
っ
て
復
活
し
た
自
警
ご
は
諸
佛
の
行
境
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の

思
惟
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
不
可
言
説
の
対
象
と
言
わ
れ

る
。
こ
の
不
可
言
説
の
対
象
と
「
唯
と
は
対
象
の
否
定
で
あ
る
」

と
言
わ
れ
る
場
合
の
対
象
と
は
同
じ
な
の
か
。
違
う
と
す
れ
ば
、

ど
う
違
う
の
か
。
結
論
を
急
げ
ば
、
こ
の
二
つ
の
も
の
は
同
じ
で

あ
る
、
と
私
は
思
う
。
で
は
何
故
、
二
十
論
に
お
い
て
閏
昏
塑
は

三
十
二
回
否
定
さ
れ
、
三
回
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
こ
こ
で
、

こ
の
論
文
の
始
め
に
、
私
が
提
出
し
た
疑
義
を
想
い
起
こ
し
て
み

よ
う
。
私
は
対
象
の
存
在
が
否
定
さ
れ
よ
う
と
、
肯
定
さ
れ
よ
う

、
、
、

と
、
そ
れ
に
先
行
し
て
、
対
象
は
「
対
象
で
あ
ら
」
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
と
言
っ
た
。
そ
れ
は
否
定
や
肯
定
に
よ
っ
て
は
柳
か

も
損
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
対
象
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
対
象

、
、
、

で
あ
る
」
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
普
通
の
知
識
に
よ
っ
て
は
知
ら
れ

な
い
か
ら
、
不
可
知
で
あ
り
、
諸
佛
の
行
境
で
あ
る
と
言
わ
れ
る

や
診
、

の
で
あ
る
。
諸
佛
に
よ
っ
て
は
知
ら
れ
る
か
ら
「
対
象
で
あ
る
」

は
肯
定
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
は
知
ら
れ
な
い
か
ら
「
対
象

、
℃
、

、
、
、

が
な
い
」
と
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
対
象
が
な
い
」
は
対
象

、
、
、

の
存
在
の
否
定
で
あ
り
、
肯
定
は
「
対
象
が
あ
る
」
で
あ
る
。
対

象
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
と
、
対
象
の
存
在
を
否
定
す
る
こ

と
と
は
＄
二
つ
の
異
な
っ
た
行
為
で
あ
る
。
対
象
が
否
定
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
↑
「
虚
妄
に
顕
現
し
て
い
る
か
ら
」
「
認

識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
存
在
し
な
い
か
ら
」
で
あ
っ
た
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
対
象
そ
の
も
の
て
は
な
く
て
、

対
象
の
存
在
の
否
定
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
従
っ
て
、
冒
頭
の
一

文
は
、
次
の
よ
う
に
言
い
改
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
唯
と
は
、
対
象
の
存
在
の
否
定
の
意
味
で
あ
る
」
と
。

、
、
、

次
に
、
諸
佛
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
が
「
対
象
で
あ
る
」
で
あ

、
℃
、

っ
て
‐
何
故
「
対
象
が
あ
る
」
で
な
い
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ

、
、
あ

う
。
「
対
象
が
あ
る
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
対
象
と
有
（
存
在
）

と
の
二
つ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
有
は
無
に
対
立
す
る

概
念
で
あ
り
、
対
象
の
有
・
無
を
論
ず
る
の
は
哲
学
の
次
元
で
あ

る
。
相
対
的
立
場
を
止
揚
し
た
と
こ
ろ
に
得
ら
れ
る
絶
対
主
観
に

、
Ｂ
、

よ
っ
て
見
ら
れ
る
、
も
の
は
、
有
・
無
を
内
に
包
み
つ
つ
、
そ
れ
を

超
越
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
猪
佛
に
よ
っ

、
、
、

て
知
ら
れ
る
も
の
は
「
対
象
が
あ
る
」
こ
と
で
は
な
く
て
「
対
象

、
、
ｂ

、
、
℃

で
あ
る
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
「
対
象
で
あ
る
」
は
、

ど
の
よ
う
な
概
念
に
よ
っ
て
も
述
語
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
、

不
可
言
説
の
自
体
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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以
上
を
も
っ
て
二
十
論
の
考
察
を
終
わ
っ
た
の
で
、
胃
昏
四
に

つ
い
て
何
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
か
を
整
理
し
て
見
よ
う
・
先
づ
「
対

象
の
存
在
」
と
「
対
象
」
の
二
つ
が
区
別
さ
れ
ず
に
胃
目
蝕
と
言

う
概
念
で
表
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
「
対
象
の
存
在
」
は
否
定

さ
れ
「
対
象
」
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
超

越
的
対
象
の
存
在
で
あ
り
、
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
存
在
と
非

存
在
と
に
前
提
さ
れ
る
対
象
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
対
象
を
、
仮

り
に
超
越
且
内
在
的
対
象
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
次
に
内
在
的
対
象

が
鴨
：
樹
と
言
う
述
語
で
示
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
二
十
論
に

は
‐
三
種
の
対
象
Ｉ
超
越
的
対
象
↑
内
在
的
対
象
、
超
越
且
内

在
的
対
象
ｌ
が
登
場
す
る
わ
け
で
あ
る
。

、
、

内
在
的
対
象
と
は
、
対
象
の
意
味
と
し
て
の
存
在
で
あ
っ
た
。

何
か
を
意
味
づ
け
る
の
は
主
観
の
働
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
有
る
も

の
と
し
て
把
捉
さ
れ
よ
う
と
！
無
い
も
の
と
し
て
把
捉
さ
れ
よ
う

と
、
主
観
と
対
象
と
の
相
関
関
係
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
の
で
あ

、
、
も

る
。
従
っ
て
「
対
象
が
あ
る
」
と
言
う
判
断
も
、
主
観
に
よ
る
意

、
、

味
づ
け
で
あ
り
、
意
味
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
内
在
的
対
象
と
し

て
の
存
在
を
表
わ
す
。
主
観
と
の
関
連
を
全
く
持
た
な
い
超
越
的

実
在
は
、
無
味
乾
燥
な
虚
構
に
過
ぎ
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
す
ら

三
結
語

引
き
お
こ
す
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
有
外
境
論
者
が
そ
の

存
在
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
超
越
的
対
象
も
、
実
は
内
在
的
対
象

に
外
な
ら
な
い
。
閏
昏
騨
の
語
根
く
削
副
に
は
、
志
向
す
る
、

欲
求
す
る
、
と
言
う
意
味
が
あ
り
、
名
詞
胃
昏
四
は
、
意
味
、
行

動
、
関
係
、
な
ど
も
意
味
し
て
い
て
；
胃
昏
四
が
主
観
と
の
志
向

関
係
に
よ
っ
て
存
立
す
る
－
１
対
象
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。

即
ち
、
世
親
と
有
外
境
論
者
と
の
間
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、

超
越
的
対
象
の
存
在
の
有
・
無
で
は
な
く
、
内
在
的
対
象
の
真
実

、
、
、

性
の
有
。
無
で
あ
る
、
と
。
従
っ
て
、
外
界
の
「
対
象
が
な
い
」

と
言
う
こ
と
は
、
認
識
内
容
と
同
一
の
も
の
が
外
界
に
実
在
す
る

と
言
う
考
え
方
の
否
定
で
あ
り
、
内
在
的
対
象
の
真
実
性
の
否
定

、
、
、

で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
内
在
的
対
象
の
否
定
は
「
対
象
が
あ
る
」

の
否
定
の
非
連
続
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
こ
の
二
重
の
否
定
の
底

か
ら
甦
っ
て
来
る
胃
昏
騨
は
、
主
客
合
一
の
立
場
で
開
示
さ
れ
る

対
象
そ
の
も
の
の
本
質
で
、
冨
昏
胃
菩
煙
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
冒
昏
胃
昏
少
は
全
く
主
観
か
ら
超
越
し
た
も
の
で
は
な
く
、

超
越
し
つ
つ
同
時
に
識
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
内
的

な
も
の
の
外
在
、
外
的
な
も
の
の
内
在
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、

先
に
こ
れ
を
、
超
越
且
内
在
的
対
象
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。
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超
越
且
内
在
的
対
象
は
無
分
別
智
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る

価
値
の
世
界
、
観
照
の
世
界
で
あ
り
、
新
し
い
世
界
観
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
転
依
以
前
の
世
界
観
と
は
、
識
転
変
の
概
念
に
よ

っ
て
示
さ
れ
て
い
る
唯
識
無
境
の
理
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、
唯
識

や
も
も
、
や

無
境
を
説
く
の
は
、
価
値
の
世
界
へ
の
ひ
る
が
え
り
（
転
依
）
を

教
示
す
る
為
に
外
な
ら
な
い
。
二
十
論
が
解
脱
の
教
説
を
そ
の
本

旨
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
覚
の
学
で
あ
る
と
言
う
認
識
を
、
こ

こ
に
新
た
に
す
る
の
で
あ
る
。

注
１
冒
騨
目
目
算
冨
旦
冒
官
色
鳥
の
（
与
閏
生
屋
日
唯
識
二
十
論
、
シ
ル
ゞ
ワ

ン
・
レ
ヴ
ィ
校
訂
梵
本
、
三
頁
三
行

２
ロ
ヰ
色
白
倒
陣
騨
昌
匡
画
冒
罰
四
。
己
色
目
ｑ
ｇ
Ｑ
彦
脚
庁
冒
戸
騨
目

。
鼠
号
目
目
冨
‐
普
陣
四
四
九
頁
九
行

３
ぐ
言
四
宮
』
に
は
、
了
、
了
別
、
内
識
、
似
塵
識
、
記
識
、
表
識
、

表
象
な
ど
の
、
多
く
の
訳
語
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
適
訳
が
見
当
ら

な
い
ま
ま
に
へ
識
と
訳
す
こ
と
に
し
た
。
特
に
ぐ
昔
国
一
国
と
の
区

別
を
明
ら
か
に
し
た
い
場
合
に
は
、
原
語
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
｝
」
と

に
し
た
。

、

４
国
〕
沙
目
目
も
曾
局
⑱
①
め
ｂ
ｐ
」
目
色
呂
旨
声
ぬ
い
宅
騨
尉
口
四
口
〕
も
震
門
営
函
』
）
騨
庁
砿
四
居
巨

”
》
『
扇
同
ゆ
ず
詳
匡
己
彦
罰
①
一
ぐ
ぃ
昇
暑
こ
〕
ロ
○
．

解
深
密
経
、
影
印
北
京
版
西
蔵
大
蔵
経
、
巻
二
九
、
一
四
’
一

’
一

５
三
種
の
対
象
と
は
、
私
が
仮
定
的
に
分
類
し
た
，
も
の
で
、
｜
一
れ
に

つ
い
て
は
、
「
結
語
」
に
お
い
て
ふ
れ
る
〕

。
。
ご
’
１
日
ロ
ー
Ｉ
‐
Ｉ

６
℃
四
鄙
秒
日
拝
ハ
ラ
‘
巳
秒
昌
弓
Ｐ
ｐ
ｐ
旨
四
国
伊
筐
国
司
号
騨
冒

唯
識
二
十
論
、
シ
ル
ヴ
ン
・
レ
ヴ
ィ
校
訂
梵
本
、
一
○
頁
二
二
行

畠
呉
冨
昇
冒
は
、
漢
訳
で
は
「
境
不
如
実
」
（
玄
弊
）
で
あ
り
、
宇
井

博
士
は
こ
れ
を
「
境
の
如
く
な
ら
ざ
る
も
の
」
と
訳
さ
れ
、
山
口
博
士

は
「
対
境
の
如
実
な
る
態
の
ま
ま
に
非
ず
」
、
安
井
博
士
は
「
（
唯
識

と
言
う
）
意
味
の
如
く
に
な
い
も
の
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
私
は

「
対
象
そ
れ
自
体
で
な
い
」
と
し
た
。
対
象
そ
れ
自
体
が
知
ら
れ
る

と
言
う
時
、
勿
論
、
実
体
的
な
何
か
が
知
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
非

人
称
的
意
識
の
内
在
化
、
個
人
的
意
識
の
外
在
化
と
言
う
交
錯
の
中

、
、
、
、
、

で
、
動
的
に
捉
え
ら
れ
る
一
種
の
〃
は
た
ら
き
″
を
意
味
す
る
。

７
胃
目
騨
の
用
語
例
。
唯
識
二
十
論
、
シ
ル
ブ
ン
・
レ
ヴ
ィ
校
訂
梵

本①
冒
弾
国
昌
ｑ
豊
．
讐
名
国
鳥
①
〔
冒
劃
、
Ｓ
亀
』
三
頁
三
行

②
ぐ
笥
鯉
官
目
興
国
目
９
瓠
①
８
日
Ｐ
い
且
ヘ
ミ
訂
ぐ
号
目
印
四
口
骨
三
頁

四
行

③
園
浄
菖
ミ
碁
。
呂
昌
三
頁
六
行

④
百
ｅ
ご
言
名
胃
空
胃
ミ
訂
昌
冒
冒
ｏ
Ｑ
腺
鳥
豊
畠
呂
三
頁

七
行

⑤
冒
呂
量
目
目
凰
身
ヘ
ミ
訂
冒
昌
圃
昌
昇
‐
言
四
日
目
言
四
号
騨
冨

三
頁
九
行

⑤
画
四
目
忌
身
ミ
忌
劃
三
頁
九
行

⑦
３
日
目
§
ミ
訂
９
９
『
の
（
庁
蟹
圃
冒
昌
冨
昌
己
〕
耽
自
〕
国
自
習
ご
‐

㈱
目
呂
耳
昇
冒
冒
冒
８
］
昌
冒
三
目
の
三
頁
一
四
’
一

六
行

③
望
割
名
巨
Ｇ
冤
冒
砦
胃
冒
言
舅
《
す
”
ｇ
こ
の
ぐ
四
〔
展
①
匡
冒
ｏ
匡

1ワ
11



出
土

’
四
。
Ｊ
・
凸
ワ
、

ウ
ゥ
吋
沙
員
冒
騨
再
斡
］
〆
皀
ご
邑
豹
岳
ご
つ
痘
員
］
ぬ
鱈
〔
音
戸
色
づ
ご
〔
貢
‐
扇
ぐ
塑
濤
の
．
“
」
ぬ
騨
誌
弓
四
片
目
画

ト

■
Ｌ

三
頁
一
九
、
二
○
行

⑨
菌
貫
臼
ご
煙
２
号
瀞
冒
目
。
昼
（
言
轡
鼻
Ｃ
ご
“
印
胃
ぐ
巴
畠
冒
日
旨

望
（
冒
］
Ｃ
二
目
一
弓
冒
ミ
言
冒
苛
蟹
圃
冒
旨
冒
冒
島
三
頁
二
○
、

二
一
行

《
ご
ロ
ゾ
ダ

⑩
の
ぐ
ゆ
目
め
璽
昌
菌
貝
昌
一
冨
冒
つ
ぐ
笥
弓
曹
国
ョ
騨
勿
鼻
冒
弓
ミ
馨
奄

狗
屋
号
農
四
頁
五
、
六
行

〔
抄
ぐ
ゅ
Ｑ
一
ご
コ
コ
ロ
ロ
四
一
ゴ
①
戸
雲
、
少
『
コ
ロ
脚
（
写
。
Ｈ
勢
威
ご
彦
画
陥
宮
ご
わ
く
幹
コ
コ
ロ
門
二
．
１

１
く

戸
ト
巡
ト

脚
（
二
』
肉
○
》
宝
『
弓
へ
勇
岸
勢
旦
画
］
自
己
動
ユ
国
劉
罰
四
・
芹
色
．
コ
ロ
叩
庁
詳
昇
国
・
昌
一
〕
ず
ぽ
ゆ
叩
少
毎
”
庁
画

冒
（
詩
菌
冒
喝
弾
五
頁
一
六
、
一
七
行

②
拝
胃
呉
目
三
島
計
冒
の
昌
冒
萬
司
弓
ご
“
．
餅
一
国
冒
ミ
募
鼻

里
豊
旨
く
笥
弓
歓
日
弾
吋
僅
武
色
目
ご
色
砂
菖
匡
六
頁
二
一
、
二

二
行

⑬
岸
劃
き
亀
ぐ
鼻
う
酌
号
言
眉
動
国
劇
〕
六
頁
二
二
行

⑭
冒
彦
目
国
昌
曽
旨
国
璽
日
切
目
侭
目
３
口
四
切
色
蔚
罫
苫
《
萬
司
‐

。
‐
Ｆ

ロ
菌
国
目
武
七
頁
二
行

⑮
四
囲
貢
言
ご
言
冨
昏
餌
目
］
冨
冒
冒
登
ご
Ｈ
三
〕
豊
・
餌
戴
づ
］
．
騨
萄
‐

己
欝
騨
目
は
八
頁
二
三
、
二
四
行

⑯
冒
鼻
冒
胃
己
〕
且
号
晏
習
９
コ
目
四
口
園
夢
曾
昌
二
四
国
冒
三
冒
寓
』

冒
一
ブ
色
目
の
ぐ
魚
笥
署
澤
曽
日
八
頁
二
五
、
二
六
行

⑰
］
５
ｍ
○
・
ミ
言
号
誌
く
鼻
①
曾
当
色
目
呉
冒
雨
空
芽
騨
弓
冨
穿
Ｐ
３

目
鼻
四
日
（
岳
）
八
頁
二
八
行

⑬
冒
呂
（
曽
鯨
騨
冒
鼻
冒
砺
篁
〕
且
呈
旨
三
国
ぐ
鼻
国
鼠
〕
目
の

冒
鼻
菌
冒
四
日
畠
国
（
面
口
秒
め
つ
《
ミ
ざ
へ
言
響
呉
①
八
頁
二
九
、

三
○
行

⑲
。
蜜
二
画
。
三
）
言
ご
ヨ
コ
旨
。
○
ぐ
言
座
ロ
。
邑
雪
切
目
目
く
。
曽
昌
『
曽
畠
曳
司
‐

ｅ
・
・
Ｆ
１
・
Ｉ

、

く

Ｌ

沙
ヨ
ミ
雲
劃
］
号
冒
く
①
国
四
罫
璽
急
国
ぐ
冒
吾
九
頁
一
、
二
行

⑳
鯨
浬
呂
盲
目
３
日
四
国
三
）
言
簡
切
司
電
三
亀
魯
へ
《
ｍ
冒
閂
曽
愚
冒
一
〕
胃
‐

ぐ
鼻
昌
九
頁
三
行

＠
国
］
冒
冨
亀
呈
ミ
ミ
九
頁
五
行

⑳
闇
ご
罰
賢
司
巨
国
３
．
鳥
娩
目
昌
一
副
鼠
自
国
国
司
§
は
目
ｇ
且
‐

Ｌ

Ｌ
卜

卜

冨
冨
九
頁
五
行

⑳
ｐ
ゆ
め
日
日
冒
巷
且
且
亀
ミ
訂
。
ｐ
冒
豊
訓
昏
、
屋
冒
騨
武
九
頁
八

一
丁↑

④
冒
昌
茜
堂
働
め
ぐ
曾
冒
①
ぐ
笥
号
は
『
号
目
司
ミ
ー
ョ
ぐ
ぷ
騨
冒

芹
囚
庁
ず
ぃ
一
口
的
Ｈ
、
汁
○
《
｝
〕
胃
、
》
『
勤
庁
汁
四
匙
〕
凹
資
剖
四
計
騨
皇
騨
ウ
ゴ
幽
弓
②
。
旨
］
○
｝
肉
色
一
〕

ゆ
く
島
津
冒
冒
包
唱
。
呂
呉
九
頁
八
’
一
○
行

⑮
国
⑳
目
騨
ロ
ロ
Ｐ
習
弓
ロ
騨
員
さ
尋
§
己
騨
ｇ
ｇ
〕
３
弓
四
目
『
ミ
ミ
面

ト

ト

⑳
九
頁
一
○
、
二
行

＠
の
ぐ
ゅ
目
ぐ
岸
鼻
冒
句
房
昌
圃
冒
鼠
困
ぐ
ゅ
⑫
ｇ
〕
“
昌
乱
昌
冒
胃
四
＃

、

ｍ
ロ
己
什
○
］
○
目
隣
四
一
〕
⑭
く
い
己
国
四
］
ぐ
山
ご
］
〕
画
汁
四
Ｈ
ｐ
邑
莨
尋
圏
牽
討
℃
Ｐ
伽
吋
秒
口
ヨ
ロ

ョ
：
員
亘
ぽ
い
牌
且
§
ず
習
い
目
罰
曾
昏
習
画
冒
〕
２
『
樹
伊
８
冨
辻
九
頁

鵬

一
三
、
一
四
行

⑳
冒
三
驚
騨
”
ぬ
ョ
敵
国
四
頁
目
一
国
日
曽
『
誌
の
”
且
図
凹
困
プ
動
乱
目
‐

ミ
ミ
ミ
冒
鼻
ご
目
３
急
司
四
茸
践
国
昇
冒
身
昌
蔚
九
頁
一
六
、

一
七
行

⑳
目
黄
忌
う
蒜
①
②
鄙
九
頁
一
七
、
一
八
行

⑳
呉
己
一
“
煙
箇
箇
口
目
冨
国
ぐ
笥
砦
戴
く
誌
の
鰄
弾
閨
冒
威
風
耳
目
の

ａ
司
弓
言
駄
①
翰
四
ロ
ｇ
四
身
目
①
］
罰
夏
ぎ
ぐ
誌
①
切
弾
九
頁
二
二
、

二
三
行

④
冒
昌
冒
色
融
賀
『
９
国
の
．
貝
ミ
、
ミ
園
且
副
一
言
頁
①
畠
コ
ニ
鼬
召
鼻
（
）

菅
嬰
弾
九
頁
二
三
、
二
四
行
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、
菖
画
日
呉
国
圃
国
ロ
四
目
邑
四
茸
ミ
ミ
ミ
ｍ
且
竪
習
ゞ
息
九
頁
二

七
行

⑳
冨
国
Ｃ
芹
国
ご
ａ
目
こ
目
二
口
己
男
呉
司
寒
忌
§
昌
肉
胃
冒
言
罰
鼻
冨

一
○
頁
一
三
行

②
冒
呂
冒
巨
昌
四
昏
司
忌
亀
雷
一
○
頁
二
四
行

⑮
菌
§
司
劉
亘
幽
ヰ
且
ご
冒
鼬
冒
昌
冒
四
冒
昏
劃
き
§
弓
一
○
頁
二

六
、
二
七
行

稲
津
博
士
は
、
そ
の
著
書
、
「
世
親
唯
識
説
の
根
本
的
研
究
」
の
中

で
、
二
十
論
に
胃
庁
冒
の
語
は
二
十
九
回
表
わ
れ
る
、
と
述
需
へ
て

お
ら
れ
る
が
、
私
の
用
語
例
の
中
の
③
⑭
⑰
⑳
⑭
⑮
が
欠
け
て
い

る
。
但
し
、
③
は
シ
ル
ブ
ン
・
レ
ヴ
ィ
校
訂
梵
本
に
は
な
い
が
、
宇

井
博
士
の
正
誤
表
に
従
っ
て
、
つ
け
加
え
た
。

８
冠
四
国
ケ
リ
劃
包
副
詞
・
急
司
沙
も
茸
ご
国
。
倒
匡
固
め
脚
も
Ｈ
Ｐ
ぐ
ゅ
再
異
臭
〔
才
牙
』
‐

（
三
国
罰
胃
臼
罵
↑
茸
①
ロ
騏
蔚
国
劉
四
日
巨
昌
引
色
胃
騨
ご
副
Ｇ
）

唯
識
二
十
論
、
シ
ル
ヴ
ン
・
レ
ヴ
ィ
校
訂
梵
本
、
五
頁
二
五
、
二

六
行
安
井
広
済
著
「
唯
識
二
十
論
の
講
義
」
参
照

９
「
何
か
が
あ
る
」
と
言
う
表
現
は
、
何
か
を
固
定
的
に
、
静
的
に

措
定
す
る
と
言
う
印
象
秀
与
え
る
が
、
こ
の
「
何
か
」
と
は
、
後
に

述
べ
る
超
越
且
内
在
的
対
象
を
意
味
し
て
お
り
、
決
し
て
、
実
体
的

な
も
の
の
定
立
で
は
な
い
。
後
に
詳
説
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
今
は

敢
え
て
こ
の
表
現
を
用
い
た
。

加
弾
弓
国
Ｑ
彦
胃
日
○
毛
騨
○
閏
○
言
国
国
（
言
○
国
四
一
》
己
吋
里
『
Ｐ
耳
鼻
典
ａ
引
竿

］
胄
騨
も
沙
国
。
凹
穐
ロ
⑦
虚
騨
ご
己
騨
国
一
宮
騨
討
巨
巴
〕
、
浄
○
画
」
言
，
砕
皇
壹
凹
へ
畠
）

／
、

安
慧
釈
唯
祇
三
十
論
、
シ
ル
ヴ
シ
・
レ
ヴ
ィ
校
訂
梵
本
、
二
一
頁

四
行
、
五
行

、
ロ
腎
写
勝
蔚
《
、
目
冒
の
四
色
目
か
竜
呉
①
（
侭
）

安
慧
釈
唯
識
三
十
論
、
シ
ル
、
ワ
ン
・
レ
ヴ
ィ
校
訂
梵
本
、
四
○
頁

一
二
行

⑫
〕
国
昌
国
司
四
℃
什
胃
目
算
Ｈ
秒
目
９
『
①
（
厨
昌
も
胃
騨
の
罫
国
ご
丘
四
ロ
嵐
昌

吊
）
四
吋
四
○
耳
計
四
国
〕
一
色
［
］
四
国
庁
望
騨
色
目
Ｐ
ｐ
ｍ
手
・
…
・
一
罰
⑳
Ｑ
ご
〕
Ｐ
］
Ｐ
。
ｐ
ご
茸
］
門
騨
庁
一
宮
Ｐ
卦
目

宅
ｐ
Ｈ
四
○
昇
沫
囚
ご
』
ロ
○
ず
底
餌
暑
四
国
威
、
凹
庁
彦
四
］
山
口
⑳
己
武
、
己
ｍ
Ｈ
ｐ
ｏ
耳
詐
四
弓
一
（
一
幽
門
園

ロ
ー
Ｋ
’
１

豈
目
四
口
色
目
〕
秒
く
騨
詐
彦
凹
鼻
誹
ぽ
い
黒
ご
］
肉
騨
汁
彦
色
】
ご
・
・
・
。
：

唯
識
二
十
論
、
シ
ル
醤
ワ
ン
・
レ
ヴ
ィ
校
訂
梵
本
、
一
○
頁
一
九
行

’
二
一
行

過
影
印
北
京
版
西
蔵
大
蔵
経
、
巻
二
三
、
三
一
二
ｌ
ノ
ー
五

ｌ

山
口
益
・
野
沢
静
証
「
世
親
唯
識
の
原
典
解
明
」
一
二
四
頁
、
参
照

辿
四
司
脚
ロ
脚
包
田
呉
］
団
ケ
ロ
ロ
＆
国
印
園
四
ｍ
○
の
騨
吋
巴
〕
（
閏
）

吋
色
詐
彦
画
仔
四
口
口
昌
Ｈ
ｐ
ず
ぽ
芭
幽
も
〕
お
ロ
山
汁
門
口
四
冒
画
ヴ
ロ
。
。
面
山
口
野
鄙
胃
的
○
○
餌
・
］
．
餌
］
〕
、

■
も

冨
芹
宮
口
常
旦
四
百
野
〕
騨
圃
昌
号
彦
蝕
望
四
ョ
ご
魚
望
色
昏
倒
昌
騨
ヨ
ぐ
詳
旦
］
国
‐

も
烏
Ｐ
は
ご
彦
倒
、
包
詐
四
》
『
脚
、
門
幽
彦
閨
Ｐ
ｍ
Ｈ
倒
彦
Ｐ
｝
汽
秒
弓
】
丙
四
、
］
も
②
め
望
四
も
Ｈ
Ｐ
｝
〕
引
冒
包
詐
〆
、
劉
汁
、
、

唯
誠
二
十
論
、
シ
ル
ブ
ン
・
レ
ヴ
ィ
校
訂
梵
本
、
一
○
頁
二
五
行

’
二
八
行
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