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晩
明
思
潮
研
究
の
た
め
の
覚
書

│
│ 

荒
木
見
悟
先
生
著
『
陽
明
学
の
位
相
』
に
寄
せ
て 

│
│三

　
浦
　
秀
　
一

前
言

二
〇
一
七
年
三
月
二
十
二
日
、
荒
木
見
悟
先
生
が
永
逝
さ
れ
た
。

心
よ
り
哀
悼
の
意
を
表
し
た
い
。

本
稿
は
、
先
生
の
著
書
『
陽
明
学
の
位
相
』
か
ら
良
知
心
学
の
分

析
を
主
題
と
し
た
論
述
を
取
り
あ
げ
、
当
該
の
論
述
が
依
拠
し
た
原

典
や
、
先
生
の
旧
著
で
あ
る
『
仏
教
と
儒
教
』
の
関
連
所
見
な
ど
に

も
遡
及
し
つ
つ
そ
の
分
析
内
容
を
読
み
解
く
。
そ
し
て
そ
の
内
容
に

は
、
良
知
説
の
影
響
を
受
け
て
開
け
た
明
末
の
思
想
世
界
の
そ
の
内

的
構
造
を
理
論
的
に
予
見
す
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
、「
欠

陥
世
界
」
を
め
ぐ
る
先
生
年
来
の
研
究
と
の
関
連
性
を
検
討
す
る
な

か
で
推
察
す
る
と
と
も
に
、「
性
」
と
「
習
」
或
い
は
「
自
然
」
と
「
当

然
」
と
い
っ
た
対
概
念
に
関
す
る
万
暦
人
士
の
言
説
に
拠
り
、
晩
明

思
潮
研
究
上
に
お
け
る
こ
の
予
見
の
応
用
可
能
性
を
追
究
す
る
。

一
、『
陽
明
学
の
位
相
』
の
射
程

（
一
）　「
包
容
体
」
と
「
個
的
な
も
の
」

周
知
の
と
お
り
、
陽
明
心
学
と
は
朱
子
学
的
学
問
体
系
の
超
克
を

意
図
し
て
構
想
さ
れ
た
思
想
で
あ
る
。
で
は
陽
明
は
、
そ
の
目
的
を

遂
げ
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
思
想
的
装
置
を
用
意
し
た
の
か
。
一
方

『
陽
明
学
の
位
相）

1
（

』（
以
下
『
位
相
』
と
の
略
称
を
用
い
、
引
用
に
際

し
て
は
そ
の
頁
数
を
記
す
。）
は
、
こ
の
装
置
に
対
す
る
分
析
を
如

何
な
る
視
座
の
も
と
で
お
こ
な
っ
た
の
か
。

『
位
相
』
第
二
章
は
、陽
明
が
顧
東
橋
に
送
っ
た
書
簡
の
一
節
「
心

と
は
身
の
主
な
り
。
心
の
虚
霊
明
覚
は
即
ち
い
わ
ゆ
る
本
然
の
良
知

な
り
。
そ
の
虚
霊
明
覚
の
良
知
の
、
感
に
応
じ
て
動
く
も
の
、
こ
れ

を
意
と
い
う
。
…
…
凡
そ
意
の
用
う
る
所
、
物
な
き
も
の
あ
る
こ
と

な
し
。
こ
の
意
あ
れ
ば
即
ち
こ
の
物
あ
り
、
こ
の
意
な
け
れ
ば
す
な

わ
ち
こ
の
物
な
き
な
り
。
物
は
意
の
用
に
あ
ら
ず
や
」（
伝
習
録
巻

集
刊
東
洋
学 
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中
「
答
人
論
学
書
（
答
顧
東
橋
書
）」）
や
、
王
龍
渓
の
「
物
は
こ
れ

天
下
国
家
の
実
事
、
良
知
の
感
応
に
由
っ
て
始
め
て
あ
り
」（
王
龍

渓
全
集
巻
一
「
三
山
麗
沢
録
」）
な
ど
に
拠
り）

2
（

、「
物
は
知
識
の
対
象

で
は
な
く
、
良
知
が
行
為
的
場
に
於
て
感
応
し
て
い
る
主
客
相
即
の

状
況
な
の
で
あ
る
」（
55
頁
）
と
述
べ
た
の
ち
に
、「
致
良
知
」
の
「
致
」

を
「
発
揮
」
と
言
い
換
え
（
68
頁
）、「
そ
の
発
揮
の
仕
方
は
ど
の
よ

う
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
」
と
の
問
題
を
提
起
し
て
以
下
の
よ
う

な
考
察
を
示
す
。

良
知
が
自
己
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旧
套
を
打
破
す
る
新

し
い
局
面
が
開
け
る
の
は
、当
初
か
ら
良
知
が
対
象
を
包
み
込
み
、

そ
の
包
容
体
の
中
で
、
良
知
主
導
に
よ
る
判
別
操
作
が
行
わ
れ
る

か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。

右
の
文
中
、「
旧
套
」
の
打
破
お
よ
び
「
新
し
い
局
面
」
の
創
開
が
、

朱
子
学
に
対
す
る
実
践
的
な
場
面
で
の
超
克
を
意
味
す
る
。
か
か
る

行
為
は
、
陽
明
の
言
う
事
物
と
し
て
の
「
物
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ

る
。
そ
の
「
物
」
を
、『
位
相
』
は
「
主
客
相
即
の
状
況
」
と
解
釈
し
、

さ
ら
に
「
包
容
体
」
と
言
い
換
え
た
。
主
客
が
相
即
す
る
な
か
で
の

良
知
の
主
導
性
を
、
こ
の
新
概
念
は
強
調
す
る
わ
け
で
あ
る
。

上
引
の
「
答
人
論
学
書
」
は
、
良
知
が
「
意
」
と
し
て
個
別
に
現

前
す
る
た
め
に
は
事
物
と
し
て
の
「
物
」
を
論
理
的
前
提
条
件
と
し
、

同
時
に
、「
物
」
が
事
物
と
し
て
現
象
す
る
た
め
に
は
「
意
」
を
同

様
の
与
件
と
す
る
と
い
う
陽
明
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。「
意
」
と

「
物
」
と
の
相
即
を
語
る
の
だ
が
、『
位
相
』
は
そ
の
相
即
性
に
分
析

を
加
え
、「
主
客
相
即
の
状
況
」
た
る
事
「
物
」
の
そ
の
分
節
と
し

て
「
意
」
を
捉
え
る
か
た
わ
ら
、「
意
」
を
生
み
出
す
「
本
然
の
良
知
」

に
対
し
、
旧
来
の
価
値
観
に
対
す
る
吟
味
や
新
た
な
人
倫
秩
序
の
策

定
を
遂
行
す
る
際
の
根
拠
と
し
て
の
位
置
を
与
え
、
そ
こ
か
ら
、
主

客
相
即
の
場
に
お
け
る
個
別
的
な
「
意
」
の
主
導
性
を
引
き
出
し
た

と
み
な
せ
る
。

『
位
相
』
は
、
か
か
る
新
概
念
の
提
示
に
続
き
、
陽
明
が
羅
整
菴

に
宛
て
た
書
簡
か
ら
、「
故
に
物
を
格
す
と
は
、
そ
の
心
の
物
を
格

す
な
り
。
そ
の
意
の
物
を
格
す
な
り
。
そ
の
知
の
物
を
格
す
な
り
。

心
を
正
す
と
は
そ
の
物
の
心
を
正
す
な
り
。
意
を
誠
に
す
と
は
、
そ

の
物
の
意
を
誠
に
す
る
な
り
。
知
を
致
す
と
は
、
そ
の
物
の
知
を
致

す
な
り
。
こ
れ
豈
に
内
外
彼
此
の
分
あ
ら
ん
や
」（
伝
習
録
巻
中
「
答

羅
整
庵
少
宰
書
」）
と
の
一
段
を
引
き
、「
こ
の
よ
う
に
、
包
む
も
の

と
包
ま
れ
る
も
の
と
の
転
換
が
自
由
に
行
わ
れ
る
の
は
、
全
く
右
に

い
う
包
容
性
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
」（
69
頁
）
と
述
べ
る
。

引
用
文
中
、
た
と
え
ば
「
格
其
心
之
物
」
と
「
正
其
物
之
心
」
と

が
「
転
換
」
の
一
例
で
あ
り
、「
心
」
と
「
物
」
と
が
、こ
の
「
転
換
」

の
場
で
は
包
み
合
う
関
係
を
結
ぶ
。
ま
た
、「
内
外
彼
此
」
の
区
別

な
ど
実
践
の
場
で
は
認
め
よ
う
が
な
い
と
い
う
陽
明
の
発
言
が
、「
転

換
が
自
由
に
行
わ
れ
る
」
と
説
く
『
位
相
』
の
論
拠
で
あ
る
。
か
か

る
理
論
的
前
提
の
も
と
、
本
書
は
「
包
容
体
」
の
「
包
容
性
」
が
こ
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の
「
自
由
」
な
「
転
換
」
を
担
保
す
る
こ
と
を
推
察
し
、
さ
ら
に
次

に
示
す
よ
う
な
見
解
を
述
べ
る
。
人
び
と
を
「
超
脱
」
に
向
か
わ
せ

る
と
い
う
「
転
身
法
」
に
関
す
る
王
龍
渓
の
発
言
を
引
用
し
、
そ
れ

を
論
拠
に
し
て
以
下
の
如
く
言
う
の
で
あ
る
。

現
在
の
転
身
は
そ
こ
に
固
定
化
し
な
い
で
更
に
次
の
現
在
を
呼

び
、
左
右
前
後
呼
応
し
つ
つ
、
無
限
の
現
在
を
創
造
し
て
行
く

（
69
頁
）。

こ
の
一
文
は
、
主
客
の
「
自
由
」
な
「
転
換
」
が
お
こ
な
わ
れ
る

な
か
で
、「
包
容
体
」
が
新
た
な
「
包
容
体
」
へ
と
そ
の
姿
を
変
化

さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
朱
子
学
の
超
克

は
、
良
知
が
「
対
象
を
包
み
込
み
」、
主
客
関
係
を
作
り
直
す
か
た

ち
で
「
包
容
体
」
を
現
前
さ
せ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
た
だ
し
主
客

の
情
勢
は
時
々
刻
々
と
変
化
す
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
当
該
の「
包
容
体
」

は
「
固
定
化
」
を
嫌
う
。「
次
の
現
在
」
で
は
む
し
ろ
ひ
と
つ
の
対

象
に
「
転
身
」
し
、そ
の
時
点
の
良
知
に
よ
っ
て
「
包
み
込
」
ま
れ
、

そ
こ
に
ま
た
別
の「
包
容
体
」が
現
前
す
る
わ
け
で
あ
る
。「
包
容
体
」

が
、
そ
の
様
相
を
変
え
つ
つ
も
自
己
の
機
能
を
「
無
限
」
に
保
持
す

る
う
え
で
不
可
欠
の
運
動
が
、
主
客
の
「
自
由
」
な
「
転
換
」
な
の

で
あ
る
。

た
だ
し
「
転
換
」
を
主
題
と
す
る
議
論
は
、
す
で
に
『
仏
教
と
儒

教）
3
（

』（
本
稿
で
は
同
書
の
新
版
を
使
用
す
る
）
に
も
説
か
れ
て
い
た
。

同
書
は
、右
に
挙
げ
た
「
答
羅
整
庵
少
宰
書
」
の
一
段
な
ど
に
拠
り
、

「
こ
の
一
真
一
切
真
の
境
地
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
工
夫
が
良
知

の
円
環
的
独
用
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
…
…
主
客
内

外
は
歴
然
と
し
て
対
立
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
の
固
定
的
障
壁
を
撤
去

さ
れ
て
、自
在
無
礙
に
翻
転
さ
れ
操
作
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
」（
391
頁
）

と
述
べ
る
。「
転
換
」
の
場
に
お
け
る
良
知
の
主
導
性
や
主
客
の
融

通
無
礙
な
る
関
係
に
つ
い
て
の
、ま
こ
と
に
硬
質
な
解
説
文
で
あ
る
。

と
は
い
え
同
書
は
、「
良
知
の
円
環
的
独
用
」
が
展
開
さ
れ
る
場
に

関
し
て
必
ず
し
も
明
確
に
は
論
じ
て
お
ら
ず
、そ
こ
で
『
位
相
』
は
、

旧
著
の
不
足
を
「
包
容
体
」
概
念
の
創
出
に
よ
っ
て
補
っ
た
と
推
察

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

両
著
の
か
か
る
関
係
は
良
知
概
念
そ
れ
自
体
の
分
析
か
ら
も
看
取

で
き
る
。『
位
相
』
は
、「
良
知
は
前
後
な
し
。
た
だ
見
在
の
幾
を
知

れ
ば
、
す
な
わ
ち
こ
れ
一
了
百
了
な
り
」（
伝
習
録
巻
下
第
81
条
）

と
い
う
陽
明
の
発
言
を
二
度
引
用
す
る
（
113
頁
、
319
頁
）。
当
該
発

言
を
、
良
知
の
性
格
が
集
約
的
に
説
か
れ
た
文
章
と
し
て
評
価
す
る

の
だ
が
、
こ
の
評
価
は
『
仏
教
と
儒
教
』
以
来
の
一
貫
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
同
書
は
、
こ
の
発
言
に
加
え
て
欧
陽
南
野
お
よ
び
王
龍
渓

の
言
葉
を
補
助
的
に
用
い
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

良
知
の
現
在
性
は
、
過
現
に
対
す
る
そ
れ
で
な
く
し
て
、
本
来
性

即
現
実
性
と
し
て
の
現
在
性
で
あ
り
、
常
に
現
在
化
し
つ
つ
同
時

に
非
現
在
で
あ
り
、
非
現
在
で
あ
り
つ
つ
常
に
現
在
化
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
時
を
越
え
つ
つ
、
し
か
も
常
に
時
に
中
す
る
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点
に
お
い
て
は
、未
発
の
中
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う（
省

略
）。
現
在
の
一
念
は
、
事
々
絶
対
・
刻
々
完
満
で
あ
る
。
一
念

一
念
は
相
互
に
完
全
独
立
で
あ
り
つ
つ
、
一
即
全
体
な
る
も
の
と

し
て
、
無
尽
の
一
念
を
孕
み
、
一
多
無
礙
な
る
渾
一
者
と
し
て
動

い
て
行
く
（
391
頁
）。

難
解
な
一
段
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
現
在
」
す
る
「
包
容
体
」
は
、

世
界
に
唯
一
の
個
別
的
現
象
と
し
て
現
前
す
る
。
た
だ
し
こ
の
個
別

性
は
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
様
態
の
な
か
か
ら
選
り
分
け
ら
れ
た
唯
一

性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
そ
の
個
別
性
は
全
体
性

に
向
け
て
常
に
開
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
う
し
た
在
り
方
を

か
り
に
「
一
多
無
礙
」
と
表
現
す
る
な
ら
ば
、
如
上
の
道
理
は
、「
現

在
化
」
し
つ
つ
あ
る
「
包
容
体
」
も
ま
た
、
具
体
的
時
空
の
な
か
に

現
象
し
な
が
ら
も
常
に
そ
れ
を
超
克
す
る
「
非
現
在
」
性
を
帯
び
る

と
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
、「
現
在
化
」
と
「
非
現
在
」
の
相
即
と

い
う
思
考
に
も
応
用
で
き
る
。

さ
て
『
位
相
』
は
、前
著
の
こ
の
一
段
を
如
何
に
敷
衍
し
た
の
か
。

同
書
第
九
章
は
、
ま
ず
「
こ
こ
に
お
い
て
す
な
わ
ち
一
節
の
知
は
即

ち
全
体
の
知
、
全
体
の
知
は
即
ち
一
節
の
知
、
総
じ
て
こ
れ
一
箇
の

本
体
な
る
を
見
る
」（
伝
習
録
巻
下
第
22
条
）
と
の
一
節
を
引
き
、

そ
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
良
知
が
箇
別
的
事
態
に
応
じ
て
自
己
を
分
節
化

す
る
こ
と
は
、
同
時
に
多
様
に
分
節
化
し
た
良
知
が
分
散
化
し
な

い
で
、
渾
然
一
体
な
る
本
体
を
保
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
319
頁
）。

続
け
て
上
記
「
一
了
百
了
」
の
一
節
に
拠
り
、「
過
現
未
を
ふ
く
む

現
在
の
真
機
に
お
い
て
、
良
知
の
個
別
的
限
定
が
そ
の
ま
ま
全
体
応

現
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。「
現
在
」

と
い
う
概
念
を
時
系
列
か
ら
解
き
放
ち
、
そ
こ
に
無
限
の
創
造
可
能

性
を
読
み
取
る
わ
け
で
あ
り
、『
位
相
』
に
よ
る
右
の
説
明
は
、『
仏

教
と
儒
教
』
の
所
説
に
対
す
る
優
れ
た
変
奏
だ
と
み
な
せ
る
。
そ
し

て
そ
れ
と
と
も
に
注
目
す
べ
き
は
、
上
記
引
用
文
に
お
け
る
「
分
散

化
し
な
い
で
」
と
の
措
辞
で
あ
る
。
こ
の
措
辞
こ
そ
が
『
位
相
』
の

新
た
な
発
想
を
示
唆
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
し
て
は
第
九
章
の

一
段
が
以
下
の
如
く
説
明
す
る
。

し
か
し
も
し
も
分
節
化
し
た
良
知
の
あ
る
一
節
が
、
従
来
渾
然
と

し
て
一
体
化
（
単
一
化
で
は
な
い
）
し
て
い
た
良
知
か
ら
、
は
み

出
そ
う
と
す
る
か
、
独
自
の
色
合
い
を
も
つ
に
至
る
か
す
る
な
ら

ば
、
良
知
の
渾
一
性
は
崩
れ
る
恐
れ
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
良
知

説
は
個
的
な
も
の
の
も
つ
背
反
可
能
性
・
離
脱
可
能
性
を
甘
く
見

て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
う
な
れ
ば
、
時
の
側
よ
り
す
る
良
知

へ
の
反
発
性
で
あ
る
（
321
頁
）。

「
分
節
化
し
た
良
知
」
の
「
分
散
化
」
と
は
、良
知
か
ら
「
は
み
出
」

し
、「
独
自
の
色
合
い
を
も
つ
」「
個
的
な
も
の
」
が
、
当
該
の
良
知

か
ら
分
離
独
立
し
た
状
態
を
意
味
す
る
。つ
ま
り「
個
的
な
も
の
」は
、
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良
知
の
自
己
疎
外
形
態
と
い
う
性
格
を
持
つ
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
良

知
は
、
何
故
み
ず
か
ら
に
対
す
る
「
背
反
可
能
性
」
を
帯
び
た
「
個

的
な
も
の
」を
生
み
出
し
て
し
ま
う
の
か
。そ
の
理
由
に
つ
い
て
、『
位

相
』
は
、「
時
の
側
か
ら
の
強
い
要
請
」（
同
上
）
と
言
う
以
上
に
は

語
ら
な
い
。「
個
的
な
も
の
」
の
生
成
過
程
に
つ
い
て
も
述
べ
ず
、

た
だ
「
分
節
点
か
ら
の
反
発
」
に
対
し
て
は
「
自
己
否
定
を
重
ね
、

新
し
い
渾
一
性
を
構
築
し
直
す
こ
と
」（
同
上
）
が
肝
要
だ
、と
「
背

反
」
を
防
ぐ
方
策
を
説
く
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
良
知
が
、
主
客
相
互
の
緊
張
関
係
の
な
か
で
常
に
み

ず
か
ら
を
発
揮
す
べ
く
規
定
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
推
す
な
ら
ば
、「
個

的
な
も
の
」
の
生
成
に
は
、「
包
容
体
」
の
連
続
性
を
保
つ
前
述
の

機
序
と
の
関
連
性
が
察
知
さ
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
問
題
は
後
述
す
る

と
し
て
、
こ
こ
で
は
、「
個
的
な
も
の
」
の
生
成
と
い
う
本
書
の
卓

越
し
た
洞
察
を
指
摘
し
て
お
く
。
晩
明
思
潮
の
探
究
に
資
す
る
点
に

お
い
て
こ
の
洞
察
は
予
見
性
を
帯
び
て
お
り
、
同
様
の
予
見
性
は
、

人
間
悪
を
め
ぐ
る
本
書
の
犀
利
な
考
察
か
ら
も
看
取
で
き
る
。
次
い

で
こ
の
主
題
に
関
す
る
『
位
相
』
の
論
述
を
概
観
す
る
が
、ま
ず
『
仏

教
と
儒
教
』
所
説
の
関
連
の
一
段
を
紹
介
す
る
と
し
た
い
。

（
二
）　
良
知
と
人
欲 

『
仏
教
と
儒
教
』
第
一
章
「
華
厳
経
の
哲
学
」
に
は
、『
大
乗
起
信

論
』
の
な
か
で
も
良
く
知
ら
れ
た
「
忽
然
と
し
て
念
の
起
こ
る
を
、

名
づ
け
て
無
明
と
為
す
」
と
の
命
題
を
手
が
か
り
に
、
根
本
悪
の
由

来
を
究
明
す
る
一
段
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、「
無
明
」
の
始
源
を
時

系
列
上
に
溯
っ
て
求
め
た
と
し
て
も
、「
常
に
「
無
明
と
は
何
か
」

と
い
う
実
質
的
疑
問
は
時
流
を
越
え
て
残
存
」
す
る
と
の
見
解
が
、

ま
ず
示
さ
れ
る（
70
頁
）。い
わ
ゆ
る
無
限
後
退
の
ア
ポ
リ
ア
で
あ
り
、

一
段
は
つ
い
で
法
蔵
『
起
信
論
義
記
』
が
説
く
同
様
の
認
識
を
記
し

た
の
ち
、「
無
明
」
を
主
題
と
し
た
こ
の
難
関
の
突
破
を
意
図
し
て
、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

本
来
清
浄
な
る
べ
き
心
や
法
界
を
汚
染
隠
覆
す
る
無
明
の
深
さ
が

か
え
っ
て
驚
愕
不
可
解
の
念
を
人
の
心
魂
に
喚
起
し
、
そ
の
有
る

べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
有
ら
し
め
て
い
る
現
実
へ
の
、
お
し
つ
め
ら

れ
た
反
省
意
識
が
、「
忽
然
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

無
明
が
な
け
れ
ば
「
忽
然
」
の
時
期
は
な
い
が
、
ま
た
無
明
に
覆

わ
れ
て
い
る
限
り
「
忽
然
」
の
体
験
は
な
い
（
71
頁
）。

悪
に
染
ま
り
き
っ
た
人
間
は
通
常
み
ず
か
ら
の
悪
に
気
づ
か
な

い
。
と
こ
ろ
が
不
思
議
に
も
、
罪
業
の
深
淵
を
の
ぞ
き
込
み
悔
悟
の

念
に
襲
わ
れ
る
瞬
間
が
あ
る
。
読
者
の
肺
腑
を
え
ぐ
る
右
の
如
き
一

文
の
の
ち
、
当
該
の
一
段
は
、
自
己
に
相
即
的
な
悪
を
対
象
化
す
る

こ
の
機
構
の
熱
源
を
、
や
は
り
『
起
信
論
』
に
拠
っ
て
「
本
来
性
の

内
薫
習
力
」
と
表
現
す
る
。
人
は
こ
の
「
内
薫
習
力
」
に
導
か
れ
て

「
本
来
性
」
へ
と
帰
着
す
る
。
無
明
も
「
忽
然
」
も
こ
の
「
本
来
性
」

に
包
摂
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
か
く
し
て
本
書
は
、「「
無
明
と
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は
何
か
」
と
い
う
問
い
自
体
が
、
無
明
か
ら
で
は
な
く
て
本
来
性
か

ら
生
じ
て
き
た
も
の
」（
72
頁
）
だ
と
断
言
す
る
に
い
た
る
。

こ
の
見
解
を
『
位
相
』
が
ど
う
受
け
継
い
だ
の
か
が
問
題
と
な
る
。

ま
ず
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
本
書
が
「
本
来
性
」
と
い
う
言
葉
の

選
択
に
慎
重
で
あ
る
こ
と
、『
仏
教
と
儒
教
』
が
提
起
活
用
し
た
「
本

来
性
と
現
実
性
」
と
の
二
項
概
念
に
よ
る
分
析
方
法
の
使
用
に
抑
制

的
で
あ
る
と
い
う
そ
の
一
点
で
あ
る
。
さ
て『
位
相
』第
二
章
は
、「
た

る
む
」
と
か
「
ゆ
が
む
」
と
い
っ
た
良
知
に
お
け
る
多
様
な
「
異
常

現
象
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
は
「
良
知
そ
の
も
の
の
弛
緩
・
怠
慢
・

歪
曲
」（
70
頁
）
だ
と
述
べ
、
第
三
章
で
も
、
天
理
と
人
欲
の
関
係

を
め
ぐ
る
考
察
の
結
論
を
、
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

良
知
説
に
お
け
る
天
理
と
は
、
良
知
の
活
躍
舞
台
に
お
い
て
良
知

の
欲
す
る
ま
ま
に
装
置
が
と
と
の
え
ら
れ
て
行
く
自
主
的
な
規
範

で
あ
り
、
人
欲
と
は
良
知
そ
の
も
の
の
萎
縮
現
象
と
い
う
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
（
97
頁
）。

前
述
の
「
包
容
体
」
概
念
と
関
連
づ
け
て
解
説
す
る
な
ら
ば
、
現

前
す
る
「
包
容
体
」
を
構
成
す
る
遠
近
大
小
の
諸
条
件
が
、
こ
こ
に

言
う
「
装
置
」
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
良
知
も
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ

ら
の
整
然
た
る
布
置
は
、良
知
の
自
己
実
現
と
と
も
に
実
現
さ
れ
る
。

か
か
る
装
置
の
全
体
的
な
設
計
図
が
、「
自
主
的
な
規
範
」
と
し
て

の
「
天
理
」
に
相
当
す
る
。
そ
の
設
計
図
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
現
前
す
る
装
置
そ
れ
自
体
に
内
在
さ
れ
る
。

「
自
主
的
」
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
続
く
「
人
欲
」
を
「
良
知
そ
の

も
の
の
萎
縮
現
象
」
と
捉
え
る
見
解
に
、
上
記
『
仏
教
と
儒
教
』
所

説
の
人
間
悪
に
関
す
る
洞
察
の
応
用
が
う
か
が
え
る
。
以
下
、
そ
れ

が
如
何
な
る
方
向
へ
の
展
開
で
あ
る
の
か
を
探
る
。

『
位
相
』
第
六
章
が
引
用
す
る
或
る
問
答
を
参
照
し
た
い
。
こ
の

問
答
は
『
中
庸
』
尊
徳
性
道
問
学
条
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
り
（
伝
習

録
巻
下
第
124
条
）、
そ
の
な
か
で
陽
明
が
答
え
た
「
念
慮
の
精
微
は
、

即
ち
事
理
の
精
微
な
り
」
句
を
、
本
章
は
、「
客
観
界
の
細
微
曲
折

は
そ
の
ま
ま
心
の
分
化
・
分
相
・
分
節
の
は
た
ら
き
と
し
て
、
主
観

界
の
細
微
曲
折
と
な
る
」（
203
頁
）
と
解
釈
す
る
。
ま
た
一
節
の
意

図
に
関
し
て
は
、「
客
観
界
の
起
伏
に
即
す
る
工
夫
の
節
次
の
巧
拙

が
主
要
視
さ
れ
て
い
る
」
と
捉
え
る
。

「
そ
の
ま
ま
」
と
の
言
葉
か
ら
分
か
る
と
お
り
、こ
の
場
面
も
「
主

客
相
即
の
状
況
」
に
相
当
す
る
。「
精
微
」
と
は
『
中
庸
』
当
該
章

の
「
広
大
を
致
し
て
精
微
を
尽
く
す
」
句
に
由
来
す
る
文
字
で
あ
り
、

そ
も
そ
も
質
問
者
は
、
そ
の
「
精
微
」
に
つ
い
て
「
念
慮
」
と
「
事

理
」
の
ど
ち
ら
の
「
精
微
」
か
と
た
ず
ね
た
。
対
し
て
陽
明
は
主
客

相
即
の
観
点
か
ら
回
答
し
、『
位
相
』
は
、
そ
の
相
即
状
態
に
「
心

の
分
化
・
分
相
・
分
節
の
は
た
ら
き
と
し
て
」
と
の
解
説
を
加
え
た
。

良
知
は
「
精
微
」
な
る
様
相
の
「
包
容
体
」
を
現
前
さ
せ
る
と
同
時

に
、「
包
容
体
」
の
主
観
的
分
節
と
し
て
そ
の
様
相
の
「
設
計
図
」

を
分
有
し
も
す
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
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だ
が
そ
れ
は
「
工
夫
の
節
次
」
が
巧
緻
で
あ
っ
た
場
合
、
つ
ま
り

「
致
良
知
」
が
円
満
に
遂
行
さ
れ
た
際
の
様
相
で
あ
ろ
う
。
稚
拙
孤

陋
な
「
節
次
」
の
も
と
で
は
十
分
に
「
精
微
を
尽
く
す
」
こ
と
は
で

き
な
い
。
良
知
が
活
躍
す
べ
き
「
舞
台
」「
装
置
」
の
布
置
も
安
定

し
な
い
だ
ろ
う
。「
良
知
そ
の
も
の
」
と
同
時
に
、
良
知
を
そ
の
結

節
点
と
す
る
「
包
容
体
」
全
体
も
ま
た
「
萎
縮
」
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
た
だ
し
「
包
容
体
」
を
現
前
さ
せ
る
主
導
権
が
良
知
に
在
る

以
上
、「
萎
縮
現
象
」
を
発
生
さ
せ
た
原
因
は
良
知
が
負
う
。
良
知

以
外
の
何
物
か
で
は
な
く
、「
精
微
を
尽
く
す
」こ
と
の
で
き
な
い「
良

知
そ
の
も
の
」
が
そ
の
原
因
な
の
で
あ
り
、「
人
欲
」
と
は
、
責
任

の
す
べ
て
を
引
き
受
け
た
良
知
の
別
名
だ
と
受
け
と
れ
る
。

「
萎
縮
」
状
態
に
在
る
良
知
の
自
己
認
識
を
「
人
欲
」
と
呼
ぶ
わ

け
で
あ
る
。
そ
れ
は
良
知
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
た
「
人
欲
」
で
あ

り
、
さ
れ
ば
良
知
に
相
即
す
る
無
自
覚
の
「
人
欲
」
も
ま
た
想
定
可

能
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
の
状
態
は
ま
だ
「
人
欲
」
と
い
う
呼
称
を

得
て
は
な
い
。
で
は
そ
の
自
覚
さ
れ
ざ
る
何
物
か
と
良
知
に
覚
知
さ

れ
た
「
人
欲
」
と
は
、
実
質
を
等
し
く
す
る
の
か
。
ま
た
、
そ
も
そ

も
「
萎
縮
」
し
た
良
知
は
、
如
何
に
し
て
自
身
の
「
萎
縮
」
を
覚
知

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

「
良
知
そ
の
も
の
の
萎
縮
現
象
」
と
い
う
話
柄
は
、「
人
欲
」
に
関

す
る
如
上
の
設
問
を
導
く
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
こ
に
、「
妄
心
を

も
照
心
に
転
ず
る
良
知
の
力
量
」（
70
頁
）
と
い
う
『
位
相
』
の
重

要
な
命
題
が
浮
上
す
る
。『
仏
教
と
儒
教
』
に
お
け
る
如
上
の
洞
察

と
の
関
連
性
も
、
あ
わ
せ
て
垣
間
見
え
る
の
だ
が
、
本
書
が
用
い
た

陽
明
の
文
章
に
、
暫
時
考
察
の
視
線
を
移
し
た
い
。

『
位
相
』
第
二
章
は
、
良
知
の
「
異
常
現
象
」
や
天
理
人
欲
の
問

題
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、陽
明
が
陸
原
静
に
送
っ
た
二
通
の
書
簡（
全

集
巻
二
、
伝
習
録
巻
中
、
所
収
）
を
、
お
も
に
利
用
す
る
。
そ
の
第

一
書
簡
に
お
い
て
陽
明
は
、
陸
原
静
が
述
べ
た
「
妄
心
は
も
と
よ
り

動
な
り
。
照
心
も
ま
た
動
な
り
」
と
の
言
葉
を
受
け
て
、「
そ
れ
妄

心
は
則
ち
動
な
れ
ど
も
、
照
心
は
動
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
恒
に
照
せ

ば
、
則
ち
恒
に
動
き
恒
に
静
な
り
。
天
地
の
恒
久
に
し
て
已
ま
ざ
る

ゆ
え
ん
な
り
。
照
心
は
も
と
よ
り
照
な
り
。
妄
心
も
ま
た
照
な
り
」

云
々
（『
位
相
』
70
頁
所
引
）
と
答
え
る
。
次
い
で
良
知
概
念
に
よ

る
説
明
を
加
え
、「
良
知
は
心
の
本
体
に
し
て
、
即
ち
前
に
い
わ
ゆ

る
恒
に
照
す
も
の
な
り
。
心
の
本
体
は
起
る
こ
と
な
く
、
起
ら
ざ
る

こ
と
な
し
。
妄
念
の
発
す
と
雖
も
、
し
か
も
良
知
は
未
だ
か
つ
て
在

ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
…
…
「
若
し
良
知
も
ま
た
起
る
処
あ
り
」
と
い

わ
ば
、
則
ち
れ
こ
れ
時
あ
り
て
在
ら
ざ
る
な
り
。
そ
の
本
体
の
謂
に

あ
ら
ず
」（
96
頁
）
と
も
述
べ
る
。

陸
原
静
に
と
っ
て
こ
の
説
明
は
受
け
容
れ
が
た
か
っ
た
。
そ
こ
で

陽
明
は
第
二
書
簡
を
送
り
、
前
書
の
見
解
に
対
し
解
説
を
施
し
た
。

『
位
相
』
も
引
用
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
陽
明
曰
わ
く
、

照
心
は
動
く
に
あ
ら
ず
と
は
、
そ
の
本
体
明
覚
の
自
然
よ
り
発
し
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て
、
未
だ
か
つ
て
動
く
所
あ
ら
ざ
る
を
以
て
な
り
。
動
く
所
あ
れ

ば
即
ち
妄
な
り
。
妄
心
も
ま
た
照
す
と
は
、
そ
の
本
体
明
覚
の
自

然
な
る
者
、
未
だ
か
つ
て
そ
の
中
に
在
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
を
以

て
な
り
。
た
だ
動
く
所
あ
る
の
み
。
動
く
所
な
け
れ
ば
即
ち
照
な

り
（
70
頁
）。

陸
原
静
は
静
謐
な
環
境
に
お
け
る
心
の
安
寧
を
求
め
、
そ
う
し
た

状
態
の
心
を
「
照
心
」
と
讃
美
し
つ
つ
も
そ
の
動
揺
を
憂
慮
し
た
。

対
し
て
陽
明
は
、
自
己
を
取
り
ま
く
環
境
が
静
寂
と
喧
噪
と
の
あ
い

だ
で
ど
う
変
化
し
よ
う
と
も
、
そ
の
相
対
性
を
超
え
て
絶
対
に
揺
る

が
な
い
「
恒
」
常
的
「
本
体
」
を
「
照
心
」
に
な
ぞ
ら
え
、
逆
に
、

環
境
の
変
化
の
な
か
で
動
揺
す
る
知
覚
を
「
妄
心
」
と
捉
え
た
。
あ

わ
せ
て
、
そ
の
「
妄
心
」
は
「
本
体
」
の
い
わ
ば
虚
像
に
す
ぎ
ず
、

こ
の
一
点
へ
の
覚
醒
が
た
だ
ち
に
「
照
心
」
の
現
前
を
導
く
と
も
見

た
。な

お
こ
の
第
二
書
簡
に
は
、「
妄
な
く
照
な
し
と
は
、
妄
を
以
て

照
と
な
し
、
照
を
以
て
妄
と
な
す
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
照
心
を
照
と

な
し
、妄
心
を
妄
と
な
す
は
、こ
れ
な
お
妄
あ
り
照
あ
る
な
り
」
云
々

と
の
一
段
も
見
え
る
。
照
と
妄
と
い
う
相
対
概
念
に
拠
る
説
明
を
斥

け
、
良
知
の
常
在
性
に
立
脚
す
る
観
点
を
鮮
明
に
す
る
わ
け
だ
が
、

た
だ
し
『
位
相
』
に
お
い
て
こ
の
一
段
へ
の
言
及
は
な
い
。

『
位
相
』
が
引
く
前
述
の
第
二
書
簡
は
、「
妄
心
」
の
消
滅
と
「
照

心
」
の
現
前
と
の
同
時
成
立
を
説
く
。
そ
し
て
本
書
は
、
か
か
る
事

情
を
「
妄
心
」
か
ら
「
照
心
」
に
「
転
ず
る
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ

て
示
し
、
こ
の
翻
転
の
思
考
に
対
し
、
さ
ら
に
或
る
ひ
ね
り
を
加
え

た
。
す
な
わ
ち
、「
こ
れ
（
人
欲
）
を
跳
躍
台
と
し
て
、
良
知
の
飛

揚
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
」（
100
頁
）
と
か
、「
習
気
の
深
さ
は
そ
の

ま
ま
良
知
の
光
茫
の
鋭
さ
を
物
語
っ
て
い
る
」（
101
頁
）
と
述
べ
る

の
で
あ
る
。
人
間
悪
を
「
良
知
の
活
躍
舞
台
」
の
主
役
に
抜
擢
す
る

か
の
如
き
語
り
口
で
あ
る
。

「
習
気
」
を
論
じ
る
当
該
の
一
段
に
お
い
て
、『
位
相
』
は
、
龍
渓

に
よ
る
「
蓋
し
能
く
分
別
す
る
の
意
を
忘
れ
て
、
無
心
を
以
て
世
に

応
ず
れ
ば
、
魔
す
な
わ
ち
こ
れ
仏
な
り
」（
王
龍
渓
先
生
全
集
巻
十

四
「
従
心
篇
寿
平
泉
陸
公
」）
と
の
言
葉
を
引
く
（
100
頁
）。
そ
も
そ

も
龍
渓
は
「
若
し
世
を
以
て
魔
境
と
な
し
、
衆
を
魔
党
と
な
し
て
、

跡
を
混
ぜ
塵
に
同
じ
く
し
、
一
体
に
あ
い
忘
れ
る
を
屑
よ
し
と
せ
ざ

れ
ば
、
仏
は
魔
と
な
お
対
法
た
り
て
、
究
竟
義
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
」

と
述
べ
た
う
え
で
、
右
の
言
葉
を
記
し
て
い
た
。「
魔
」
と
は
世
俗

の
属
性
、
た
と
え
ば
嫉
妬
や
羨
望
、
権
謀
術
数
な
ど
を
喩
え
、
し
か

し
「
分
別
」
を
越
え
た
境
地
に
お
い
て
「
魔
」
と
「
仏
」
と
は
対
立

し
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
龍
渓
は
、「
坦
然
と
し
て
懐
を

平
ら
か
に
し
、
神
化
に
入
ら
ば
、
仏
の
成
る
べ
き
な
く
、
魔
の
遣
る

べ
き
な
し
。
こ
れ
を
得
る
所
な
き
を
得
て
、
忘
る
べ
き
も
の
な
き
を

忘
る
と
謂
う
」
と
結
論
づ
け
た
。
一
文
の
送
り
先
で
あ
る
陸
五
台
に

対
し
、「
仏
」
と
「
魔
」
を
分
別
す
る
意
識
の
忘
却
か
ら
も
自
由
な
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姿
勢
の
貫
徹
を
薦
め
た
の
で
あ
る
。

龍
渓
の
か
か
る
認
識
を
、『
位
相
』
第
二
章
は
そ
の
全
体
を
総
括

す
る
一
段
に
お
い
て
、「
天
理
人
欲
一
体
・
仏
即
魔
と
い
う
人
間
洞
察
」

（
101
頁
）
だ
と
捉
え
る
。「
仏
即
魔
」
語
と
は
、『
仏
教
と
儒
教
』
の

引
用
に
拠
れ
ば
（
280
頁
）、「
方
に
知
る
、昔
、本
よ
り
迷
い
な
く
、今
、

本
よ
り
悟
り
な
く
、
…
…
仏
即
魔
、
魔
即
仏
、
一
道
に
清
浄
平
等
に

し
て
、
平
等
不
平
等
な
る
者
あ
る
こ
と
な
く
、
み
な
吾
が
心
の
常
分

に
し
て
、他
術
に
仮
る
に
あ
ら
ざ
る
を
」
と
語
ら
れ
る
『
大
慧
法
語
』

「
示
妙
道
禅
人
」中
の
一
句
で
あ
る
。龍
渓
に
よ
る
右
の
贈
答
文
に
は
、

た
し
か
に
こ
の
『
法
語
』
と
同
一
の
論
理
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

『
位
相
』
の
言
う
「
仏
即
魔
」
語
に
も
、「
仏
」
と
「
魔
」
と
い
う

相
対
概
念
の
超
克
に
止
ま
ら
ず
、
一
如
の
境
涯
か
ら
も
自
由
で
あ
る

こ
と
が
含
意
さ
れ
る
。つ
ま
り
、こ
の
超
越
的
立
場
に
お
い
て
は「
魔
」

を
相
対
概
念
と
認
め
る
か
ら
こ
そ
「
魔
」
へ
の
積
極
的
な
関
与
が
推

奨
さ
れ
る
。
仏
典
由
来
の
こ
う
し
た
認
識
が
、「
人
欲
」
の
存
在
意

義
を
持
ち
上
げ
る
本
書
の
思
考
の
そ
の
論
拠
で
あ
り
、
か
く
し
て

「
魔
」
に
対
す
る
掘
り
下
げ
の
深
浅
が
、「
仏
」
と
し
て
の
自
覚
の
深

浅
と
直
接
に
相
関
す
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
そ
の
「
魔
」
を
、
ひ
と
は
如
何
に
し
て
覚
知
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
の
か
。『
仏
教
と
儒
教
』
は
、
そ
の
可
能
性
を
「
本
来
性

の
内
薫
習
力
」
に
託
し
て
い
た
。
で
は
『
位
相
』
も
ま
た
旧
著
と
同

様
の
見
解
を
抱
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

陽
明
は
、
家
人
に
宛
て
た
書
簡
に
お
い
て
、「
そ
も
そ
も
悪
念
は

習
気
な
り
。
善
念
は
本
性
な
り
」（
王
陽
明
全
集
巻
二
十
六
「
家
書

墨
跡
四
首
」「
与
克
彰
太
叔
」）
と
述
べ
て
い
た
。
そ
の
う
え
で
、「
習

気
」
に
な
ず
む
状
態
か
ら
の
離
脱
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
、「
故
に

凡
そ
学
ぶ
者
、
習
の
移
す
所
、
気
の
勝
る
所
と
な
れ
ば
、
則
ち
た
だ

務
め
て
そ
の
志
を
痛
懲
せ
ん
」
と
表
現
し
、
痛
切
な
自
己
懲
戒
の
時

期
を
長
く
経
て
は
じ
め
て
「
志
立
ち
て
習
気
漸
く
消
ゆ
」
と
説
い
た
。

か
れ
は
ま
た
、「
欲
な
る
も
の
は
、
必
ず
声
色
貨
利
の
外
誘
せ
る
も

の
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
有
心
の
私
は
皆
な
欲
な
り
」（
同
巻
五
「
答

倫
彦
式
」）
と
も
語
っ
て
い
た
。

「
有
心
」
と
は
事
の
成
就
を
計
略
す
る
意
図
的
な
意
識
を
意
味
す

る
。
そ
う
し
た
「
有
心
」
を
も
「
私
」
と
み
な
し
「
欲
」
と
同
定
す

る
の
も
、
そ
の
背
後
に
「
習
気
」
の
存
在
を
看
取
す
る
か
ら
で
あ
ろ

う
。
こ
の
身
体
化
さ
れ
た
習
慣
と
し
て
の
「
習
気
」
が
、
ひ
と
を
安

易
な
自
己
正
当
化
な
い
し
牢
乎
た
る
自
己
肯
定
へ
と
導
く
。
か
か
る

「
習
気
」
を
「
消
」
す
作
業
と
は
、
実
践
者
が
無
自
覚
的
に
従
っ
て

い
る
既
成
の
価
値
観
を
洗
い
流
す
作
業
に
他
な
ら
な
い
。
た
だ
し
陽

明
の
場
合
そ
の
作
業
は
、
外
在
す
る
別
の
価
値
観
を
当
人
に
移
植
す

る
の
で
は
な
く
、「
萎
縮
」
し
た
良
知
が
み
ず
か
ら
を
鼓
舞
し
、
あ

く
ま
で
も
当
人
の
「
力
量
」
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
遂
行
さ

れ
る
。「
習
気
」
の
滅
尽
と
良
知
の
発
揮
と
は
や
は
り
表
裏
す
る
関

係
に
在
る
。
だ
が
陽
明
も
そ
の
家
人
に
忠
告
し
た
と
お
り
、「
習
気
」
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に
な
ず
む
人
士
に
お
い
て
、
こ
の
関
係
は
膠
着
し
た
ま
ま
、
そ
う
簡

単
に
動
き
出
し
は
し
な
い
。　

良
知
の
発
現
に
と
っ
て
は
不
都
合
と
も
言
え
る
こ
の
膠
着
状
態
の

問
題
を
、『
位
相
』
が
想
定
し
て
い
な
い
と
は
考
え
に
く
い
。「
個
的

な
も
の
」
と
い
う
良
知
に
「
背
反
」
す
る
概
念
を
案
出
し
た
り
、
そ

れ
と
関
連
し
て
「
時
の
側
よ
り
す
る
良
知
へ
の
反
発
性
」
と
述
べ
る

な
ど
、
良
知
の
内
外
に
立
ち
は
だ
か
る
障
礙
を
掘
り
起
こ
す
点
に
本

書
は
そ
の
精
力
を
傾
注
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
良
知
に
対
し
厳
し
い

試
練
を
与
え
る
か
の
如
き
こ
の
姿
勢
に
は
、
或
る
信
念
が
託
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
膠
着
状
態
を
改
善
す
る
契
機
は
そ
う
し
た
障
礙

の
な
か
に
こ
そ
在
る
、
と
本
書
は
告
げ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

「
習
気
」
に
な
ず
み
「
萎
縮
」
状
態
に
在
る
良
知
は
「
萎
縮
」
し

た
「
包
容
体
」
と
と
も
に
現
前
す
る
。
か
か
る
良
知
は
そ
の
存
亡
の

危
殆
に
瀕
し
て
も
い
る
の
だ
が
、
み
ず
か
ら
の
「
滅
亡
」
を
覚
知
す

る
機
能
に
関
し
て
は
、「
萎
縮
」
し
た
良
知
と
は
い
え
そ
れ
を
停
止

さ
せ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
の
覚
知
の
程
度
は
微
弱
で
あ

り
内
容
に
も
過
誤
が
含
ま
れ
う
る
。
と
は
い
え
膠
着
状
態
を
動
か
す

に
は
、
そ
れ
で
も
十
分
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
良
知
は
、
自
身
の
「
萎

縮
」
を
「
人
欲
」
と
し
て
認
識
す
る
契
機
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
無

論
そ
う
し
た
自
己
認
識
は
、
内
部
に
ひ
そ
む
無
自
覚
の
何
物
か
に
対

し
、
そ
の
全
貌
を
捉
え
る
ほ
ど
の
精
確
な
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
そ

う
し
た
瑕
疵
を
負
う
覚
醒
で
は
あ
れ
、
そ
れ
を
重
ね
る
こ
と
で
自
己

認
識
は
修
整
さ
れ
深
化
す
る
。
そ
の
瑕
疵
が
良
知
を
鍛
錬
す
る
の
で

あ
り
、
し
か
も
そ
の
深
化
の
度
合
い
は
、「
習
気
」
な
い
し
「
人
欲
」

の
際
限
な
さ
に
呼
応
し
て
無
限
で
あ
る
。

か
か
る
危
殆
感
知
の
機
能
は
、『
仏
教
と
儒
教
』
の
言
う
「
内
薫

習
力
」
に
も
相
当
し
よ
う
。
た
だ
し
こ
の
場
合
、
そ
こ
に
「
本
来
性

の
」
と
い
う
限
定
が
着
く
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
無
い
。
つ
ま
り
『
位

相
』
は
、
良
知
の
自
己
実
現
を
「
本
来
性
」
に
回
収
さ
せ
ず
、
無
限

の
彼
方
に
向
け
て
開
い
た
と
み
な
せ
る
の
で
あ
る
。

良
知
と
「
人
欲
」
と
に
関
す
る
『
位
相
』
の
か
か
る
認
識
は
、
如

何
な
る
経
緯
の
も
と
で
育
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
単
純

化
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
明
清
鼎
革
期
の
思
想
界
に
流
行
し

た
「
欠
陥
世
界
」
と
い
う
言
葉
を
め
ぐ
る
荒
木
先
生
年
来
の
考
察
が
、

そ
の
背
景
に
存
す
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
本
書
が
提
示
し
た
良
知

心
学
関
連
の
諸
概
念
を
利
用
し
な
が
ら
「
欠
陥
世
界
」
の
内
的
論
理

を
分
析
す
る
。
そ
の
分
析
を
介
し
て
「
人
欲
」
論
の
含
意
を
推
察
し
、

『
位
相
』
の
良
知
心
学
が
帯
び
る
晩
明
思
潮
へ
の
理
論
的
予
見
性
を

導
き
出
す
と
し
た
い
。

（
三
）　「
欠
陥
世
界
」
の
内
的
論
理

「
欠
陥
世
界
」
と
い
う
仏
教
語
の
知
識
人
社
会
に
お
け
る
流
行
を

め
ぐ
り
、先
生
は
『
仏
教
と
陽
明
学
』（
第
三
文
明
社
、一
九
七
九
年
）

以
来
、「
頓
悟
漸
修
論
と『
西
遊
記
』」（
初
出
二
〇
〇
三
年
。
の
ち『
陽
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明
学
と
仏
教
心
学
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
所
収
。）
に
い
た

る
ま
で
継
続
し
て
言
及
し
て
こ
ら
れ
た
。
た
と
え
ば『
憂
国
烈
火
禅
』

（
研
文
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
ひ
も
と
け
ば
、
こ
の
語
を
用
い
た

万
暦
当
時
の
諸
家
は
、「
い
ず
れ
も
欠
陥
と
い
う
負
の
条
件
の
前
に

立
止
っ
て
い
る
だ
け
だ
が
」、
清
初
順
治
年
間
ま
で
生
き
延
び
た
覚

浪
道
盛
は
、「
こ
れ
よ
り
も
一
歩
を
進
め
」「
欠
陥
世
界
へ
の
恨
み
を

越
え
て
、
怨
み
の
境
地
へ
と
飛
翔
す
る
足
が
た
め
と
」（
同
書
82
頁
）

し
た
と
記
さ
れ
る
。
道
盛
の
こ
の
徹
底
し
た
覚
悟
に
関
し
て
は
、『
仏

教
と
陽
明
学
』
が
以
下
の
よ
う
な
推
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

乾
坤
を
我
が
手
に
掌
握
し
な
が
ら
、
己
が
責
任
完
遂
能
力
の
未
熟

な
た
め
に
、
世
界
に
欠
陥
が
生
じ
て
い
る
の
だ
と
受
け
と
め
る
な

ら
ば
、
そ
こ
に
社
会
正
義
実
現
の
た
め
の
猛
然
た
る
実
践
行
動
が

生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
（
161
頁
）。

こ
の
推
察
を
支
え
る
論
理
が
、『
位
相
』
に
お
い
て
解
明
さ
れ
る

良
知
心
学
の
そ
れ
へ
と
結
実
し
て
い
る
。「
乾
坤
」
と
そ
の
「
乾
坤

を
我
が
手
に
掌
握
」
す
る
「
我
」
と
が
、「
包
容
体
」
の
「
装
置
」

を
構
成
す
る
。
そ
の
「
我
」
で
あ
る
良
知
は
、
み
ず
か
ら
が
現
前
さ

せ
た
「
包
容
体
」
に
「
欠
陥
」
を
看
取
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
自

身
の
「
欠
陥
」
と
し
て
内
面
に
対
象
化
す
る
。
無
自
覚
の
「
欠
陥
」

が
良
知
の
自
己
覚
醒
を
促
す
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
良
知
は
、
そ
の

「
未
熟
」
な
状
態
を
向
上
さ
せ
る
行
為
と
し
て
、
現
状
の
打
開
を
は

か
る
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
「
猛
然
た
る
実
践
行
動
」
と
は
、「
社

会
正
義
」
を
実
現
す
る
対
外
的
活
動
と
い
う
色
彩
以
上
に
、
自
身
を

「
社
会
」
の
主
観
的
分
節
と
位
置
づ
け
、
み
ず
か
ら
の
「
欠
陥
」
を

補
償
し
よ
う
と
す
る
切
実
な
自
己
回
復
運
動
と
い
っ
た
意
味
合
い
を

強
く
持
つ
。

で
は
、
万
暦
人
士
に
お
け
る
「
欠
陥
」
の
認
識
と
道
盛
の
そ
れ
と

の
あ
い
だ
に
は
、
如
何
な
る
相
違
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
相
違

を
推
察
す
る
う
え
で
役
立
つ
の
が
、「
個
的
な
も
の
」
が
産
出
さ
れ

る
機
序
に
関
す
る
『
位
相
』
の
洞
察
で
あ
る
。

良
知
の
自
己
疎
外
状
態
と
し
て
の
「
個
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
、

そ
れ
を
「
包
容
体
」
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
個
的
な
も

の
」
と
は
、
個
別
の
場
面
に
相
応
し
く
樹
立
さ
れ
た
掛
け
替
え
の
な

い
主
客
関
係
が
、
一
定
の
整
形
を
経
て
外
在
化
し
た
定
型
的
観
念
を

意
味
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
観
念
が
「
時
の
側
」
に
蓄
積
さ
れ
、
日
常

生
活
を
規
定
す
る
風
俗
習
慣
に
組
み
込
ま
れ
て
ゆ
く
。
若
き
日
の
陳

白
沙
や
王
陽
明
は
、
そ
う
し
た
経
緯
の
も
と
で
習
慣
化
さ
れ
た
規
範

と
自
己
の
内
面
と
の
間
に
葛
藤
を
抱
い
た
と
み
な
せ
る
が
、
良
知
説

を
受
容
し
た
後
発
の
実
践
者
は
、「
個
的
な
も
の
」
と
も
主
客
の
相

即
的
関
係
を
取
り
結
び
つ
つ
、
新
た
な
「
包
容
体
」
を
創
成
す
る
こ

と
に
な
る
。

『
位
相
』
は
、
人
倫
規
範
の
個
別
的
創
成
か
ら
そ
の
定
格
化
、
そ

し
て
そ
れ
に
対
す
る
再
編
の
活
動
と
い
う
一
連
の
過
程
を
、
良
知
と

い
う
人
間
本
性
の
分
析
を
と
お
し
て
解
き
明
か
し
て
い
た
。
と
く
に
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こ
の
過
程
の
な
か
で
も
、
良
知
の
は
た
ら
き
そ
れ
自
体
が
、
み
ず
か

ら
の
克
復
対
象
で
あ
る
外
的
規
範
を
作
り
成
す
そ
の
機
序
に
関
わ
る

こ
と
を
掘
り
起
こ
し
た
点
に
は
注
目
し
た
い
。

前
述
の
と
お
り
、「
包
容
体
」
に
お
け
る
主
客
の
「
自
由
」
な
「
転

換
」
と
い
う
見
解
を
、
本
書
は
提
示
し
て
い
る
。
良
知
は
、
対
象
を

包
み
込
ん
で
「
包
容
体
」
を
現
前
さ
せ
る
能
動
性
と
、
自
分
自
身
を

も
批
判
の
俎
上
に
の
せ
る
受
動
性
と
を
具
有
し
、
そ
の
両
面
を
機
能

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
人
倫
秩
序
を
継
続
的
に
創
成
し
て

ゆ
く
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
良
知
は
、
客
観
世
界
と
の
緊
張
し
た
関
係
の
樹
立
を
そ
の
生

命
線
と
す
れ
ば
こ
そ
、
世
界
を
お
お
う
既
成
の
秩
序
に
取
り
込
ま
れ

る
危
険
に
曝
さ
れ
て
も
い
る
。
つ
ま
り
良
知
に
見
出
さ
れ
た
右
の
自

在
な
機
能
は
、
一
方
で
は
「
包
容
体
」
の
新
た
な
創
成
を
可
能
に
す

る
契
機
と
な
る
が
、
他
方
で
は
、
現
前
す
る
「
包
容
体
」
を
「
個
的

な
も
の
」
へ
と
変
質
さ
せ
、
良
知
か
ら
「
離
反
」
さ
せ
る
原
因
と
も

な
る
の
で
あ
る
。

『
位
相
』
は
、「
個
的
な
も
の
」
の
「
背
反
」
を
回
避
す
る
方
法
と

し
て
「
自
己
否
定
を
重
ね
」
る
こ
と
を
強
調
す
る
（
前
述
）。
そ
し

て
そ
れ
を
良
知
の
「
根
柢
か
ら
の
自
己
革
新
」（
321
頁
）
と
も
言
い

換
え
、
そ
の
場
面
で
は
焦
竑
所
説
の
「
魔
王
の
宮
に
入
り
て
魔
王
の

侶
と
為
る
」（
澹
園
集
巻
十
三
「
答
王
福
州
」）
と
い
っ
た
事
態
す
ら

も
予
想
さ
れ
る
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
こ
の
徹
底
さ
れ
る
べ
き
「
自
己

否
定
」
と
は
、「
個
的
な
も
の
」
へ
と
「
離
反
」
し
か
ね
な
い
内
面

の
「
魔
」
を
「
仏
」
に
「
転
ず
る
」
在
り
方
に
ひ
と
し
い
。
実
践
者

の
「
自
己
否
定
」
と
は
、「
個
的
な
も
の
」
を
切
り
捨
て
る
の
で
は

な
く
、
そ
う
し
た
対
象
を
こ
そ
自
己
実
現
の
た
め
に
取
り
込
む
こ
と

を
も
含
意
す
る
と
み
な
せ
よ
う
。

『
位
相
』
第
九
章
は
、
良
知
に
お
け
る
時
間
の
意
味
を
考
察
し
て
、

「
物
理
的
に
抽
象
化
さ
れ
な
い
時
間
（
歴
史
）
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
社

会
問
題
・
倫
理
問
題
を
か
か
え
た
ま
ま
で
、
良
知
の
手
中
に
託
さ
れ

る
」
と
述
べ
、
良
知
は
「
そ
こ
に
過
激
な
時
間
を
作
る
こ
と
も
で
き

る
し
、
穏
健
な
時
間
を
作
る
こ
と
も
で
き
る
」（
313
頁
）
と
結
論
づ

け
る
。
良
知
説
の
理
論
的
特
質
上
、
致
良
知
の
実
践
形
態
は
千
差
万

別
で
あ
る
の
が
当
然
で
あ
り
、
さ
れ
ば
各
人
が
生
み
出
し
か
ね
な
い

「
個
的
な
も
の
」
に
も
実
践
者
の
個
性
に
応
じ
た
相
違
が
想
定
さ
れ

る
。
良
知
説
支
持
者
の
増
加
は
、
皮
肉
に
も
、「
個
的
な
も
の
」
を

拡
散
さ
せ
る
原
因
と
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。

『
位
相
』
が
遂
行
し
た
良
知
心
学
に
関
す
る
独
自
の
構
造
分
析
は
、

如
上
、静
態
的
に
完
結
す
る
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
た
。分
析
に
よ
っ

て
明
確
化
さ
れ
た
構
造
お
よ
び
機
能
を
有
し
た
学
説
が
社
会
に
浸
透

し
た
場
合
、
人
び
と
に
お
け
る
世
界
把
握
の
方
式
に
如
何
な
る
変
化

が
起
こ
り
う
る
か
を
も
洞
察
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
看
取
さ

れ
る
の
が
、
本
書
の
予
見
性
な
の
で
あ
る
。

「
欠
陥
世
界
」
に
話
題
を
戻
す
。
覚
浪
道
盛
が
「
掌
握
」
し
て
い
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た
「
乾
坤
」
と
は
、
か
つ
て
万
暦
人
士
が
「
欠
陥
」
と
捉
え
、
そ
の

解
消
を
企
図
し
な
が
ら
も
果
た
し
き
れ
ず
「
個
的
な
も
の
」
と
し
て

析
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
新
た
な
「
欠
陥
」
を
も
、
そ
の
内
部
に
抱

え
る
「
世
界
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
翻
っ
て
考
え
る
な
ら

ば
、
万
暦
人
士
に
お
け
る
「
欠
陥
世
界
」
と
い
う
現
実
認
識
に
も
、

す
で
に
、
か
れ
ら
以
前
の
良
知
説
の
実
践
者
た
ち
が
外
的
に
定
式
化

さ
せ
た
「
個
的
な
も
の
」
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

陽
明
登
場
以
前
の
段
階
に
お
い
て
、
一
般
の
人
士
が
外
的
規
範
形

成
の
機
序
を
如
上
反
省
的
に
考
え
る
こ
と
は
、
ま
ず
有
り
得
な
い
。

陽
明
良
知
説
の
誕
生
と
と
も
に
、
こ
の
機
序
に
対
し
て
批
判
的
視
線

を
向
け
る
思
考
も
ま
た
浮
上
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
思
考
は
社
会
に
伝
播
し
た
。
無
論
、
明
末
と
は
い
え
、

朱
子
学
的
思
考
を
無
批
判
に
受
容
す
る
人
士
の
方
が
多
数
を
占
め
て

い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
人
間
の
実
存
形
態
に
関
心
を
向
け
る

と
と
も
に
、
個
別
的
な
観
念
が
外
在
化
な
い
し
定
式
化
す
る
過
程
を

構
造
的
に
理
解
す
る
知
識
人
も
ま
た
確
実
に
出
現
し
て
い
た
。　

明
末
清
初
期
に
お
け
る
「
欠
陥
世
界
」
語
の
流
行
は
、
陽
明
後
学

が
そ
れ
ぞ
れ
に
残
し
た
体
認
の
所
産
な
い
し
「
個
的
な
も
の
」
が
、

既
成
の
人
間
観
や
秩
序
意
識
を
葛
藤
を
繰
り
広
げ
る
時
代
状
況
の
な

か
で
展
開
し
て
い
た
。
そ
し
て
『
位
相
』
は
、
明
末
の
知
識
人
社
会

に
お
い
て
日
々
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
思
想
体
験
の
内
的
論
理
を

解
明
し
た
そ
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
良
知
心
学
に
対
す
る
構
造
分
析
を

徹
底
し
て
遂
行
し
た
。
本
書
の
予
見
は
、
晩
明
思
潮
の
展
開
を
そ
の

考
察
の
射
程
に
収
め
つ
つ
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。次
節
で
は
、

思
潮
の
一
斑
を
示
す
具
体
的
事
例
に
拠
り
、
そ
の
分
析
に
際
し
て
本

書
の
予
見
が
有
効
に
働
く
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
思
潮
の
特
徴

に
関
す
る
私
見
を
提
示
す
る
。

二
、
晩
明
思
潮
試
探

（
一
）　
性
と
習  

清
初
期
の
傑
出
し
た
思
想
家
と
評
さ
れ
る
方
以
智
に
は
、
呉
応
賓

と
い
う
外
祖
父
が
い
た
。
嘉
靖
四
十
四
年
に
生
ま
れ
、
万
暦
十
四
年

に
は
進
士
合
格
を
果
た
し
た
人
物
で
あ
り
、
か
れ
は
ま
た
万
暦
末
葉

に
は
『
宗
一
聖
論
』
と
題
す
る
論
文
を
ま
と
め
、
そ
の
な
か
の
「
性

善
編
」
の
或
る
一
段
に
、
次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
た
。

呉
応
賓
は
ま
ず
、
完
全
な
本
性
を
具
有
す
る
は
ず
の
人
間
に
何
故

先
覚
と
後
覚
と
の
違
い
が
生
じ
る
の
か
と
問
い
を
立
て
、
そ
れ
に
対

し
「（
覚
醒
を
遅
ら
せ
る
の
は
）
習
が
さ
え
ぎ
る
か
ら
だ
」
と
応
じ

た
う
え
で
、「
習
が
本
性
の
発
現
を
さ
え
ぎ
る
の
は
我
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
だ
が
習
は
性
に
依
拠
す
る
は
ず
で
あ
る
。
性
が
無
我
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
習
に
我
が
あ
る
の
か
（
習
之
障
性
者
我

也
、
習
依
於
性
、
性
無
我
而
習
何
以
有
我
也
）」
と
の
反
問
を
記
し
、

以
下
の
よ
う
な
回
答
を
示
し
た
。
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そ
れ
は
性
が
、
無
我
で
あ
っ
て
無
我
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
に
由

る
。
無
我
で
あ
っ
て
無
我
に
と
ど
ま
ら
な
い
あ
り
方
は
、
性
と
し

て
の
玄
妙
さ
で
あ
る
。
無
我
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
で
そ
の
た
め

に
我
が
生
じ
る
の
は
、
習
と
し
て
の
逸
脱
で
あ
る
。（
則
以
性
之

無
我
而
不
住
於
無
我
也
、
無
我
而
不
住
於
無
我
者
、
性
之
妙
也
、

不
住
於
無
我
而
因
以
有
我
者
、
習
之
流
也
。）

呉
応
賓
は
こ
の
議
論
を
総
括
し
、「
性
が
先
に
あ
る
の
で
は
な
い

し
、
習
が
後
に
あ
る
の
で
も
な
い
。
性
と
し
て
の
玄
妙
さ
に
即
し
て

習
と
し
て
の
逸
脱
が
生
ま
れ
、
習
と
し
て
の
逸
脱
に
即
し
て
性
と
し

て
の
玄
妙
さ
が
さ
ま
た
げ
ら
れ
る
（
性
非
先
也
、
習
非
後
也
、
即
性

之
妙
、
成
習
之
流
、
即
習
之
流
、
障
性
之
妙
）」
と
も
述
べ
る
。
性

は
「
無
我
」
な
る
属
性
を
持
つ
。
た
だ
し
そ
の
「
無
我
」
と
は
、「
無

我
に
止
ま
ら
な
い
」
在
り
方
を
も
含
む
絶
対
の
「
無
我
」
で
あ
り
、

そ
れ
が
性
と
し
て
の
不
可
思
議
さ
を
根
拠
づ
け
る
。
だ
が
そ
れ
と
同

時
に
、「
無
我
に
止
ま
ら
な
い
」
か
ら
こ
そ
「
有
我
」
へ
と
逸
脱
す

る
原
因
に
も
な
る
。「
性
」
こ
そ
が
「
習
」
を
生
み
出
す
原
因
な
の

で
あ
る
。
た
だ
し
か
れ
は
、
こ
の
両
者
に
時
間
的
な
前
後
関
係
を
想

定
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
結
果
「
性
」
と
「
習
」
と
は
、
ひ
と
の
内
面

に
お
い
て
常
に
不
安
定
な
緊
張
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
か

れ
の
こ
の
見
解
が
、
良
知
に
よ
る
「
個
的
な
も
の
」
の
生
成
機
序
に

関
す
る
『
位
相
』
の
所
説
と
重
な
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

呉
応
賓
の
見
る
と
こ
ろ
、「
有
我
と
は
無
始
の
習
、
不
善
の
依
止

な
り
」（
宗
一
聖
論
「
性
善
編
」）。
つ
ま
り
人
間
と
は
、「
我
」
な
い

し
「
習
」
と
と
も
に
生
き
る
存
在
で
あ
る
。
こ
う
し
た
認
識
を
前
提

に
、
か
れ
は
「
習
」
を
「
性
」
に
回
帰
さ
せ
、
そ
の
後
「
性
」
と
一

体
化
す
る
た
め
の
方
法
を
提
示
す
る
。「
本
性
の
無
我
な
る
属
性
を

観
察
し
て
自
己
の
有
我
な
る
要
素
を
拭
い
去
る
。
性
に
帰
着
し
た
習

で
あ
り
、
一
善
を
得
て
拳
拳
と
し
て
そ
れ
に
服
膺
す
る
段
階
だ
（
観

其
無
我
、
以
去
其
有
我
者
、
復
性
之
習
、
一
善
之
拳
拳
也
。
同
上
）」

と
述
べ
、
次
に
「
自
己
の
有
我
を
忘
れ
、
あ
わ
せ
て
本
性
の
無
我
な

る
要
素
も
忘
れ
る
。
性
と
一
体
化
し
た
習
で
あ
り
、
善
に
止
ま
り
そ

こ
に
安
定
す
る
境
涯
だ
（
忘
其
有
我
、
併
忘
其
無
我
者
、
合
性
之
習
、

止
善
之
安
安
也
）」
と
説
く
の
で
あ
る
。

如
上
の
見
解
は
、「
習
」
か
ら
「
性
」
へ
の
翻
転
の
形
態
を
、
段

階
的
に
異
な
る
ふ
た
と
お
り
の
方
法
と
し
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
い
ず
れ
の
段
階
で
も
、「
習
」
は
「
習
」
で
あ
り
「
我
」
も
「
我
」

で
あ
り
続
け
る
。
呉
応
賓
は
か
く
自
覚
す
る
が
故
に
、
実
践
を
経
て

開
示
さ
れ
る
境
地
に
関
し
て
も
、次
の
如
く
説
明
す
る
。『
宗
一
聖
論
』

の
冒
頭
を
飾
る
何
如
寵
の
序
文
に
載
る
一
文
で
あ
り
、
呉
応
賓
の
発

言
を
何
如
寵
が
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

無
我
で
あ
っ
て
無
我
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
天
地
と
別
体
の
我
が
な

く
な
っ
て
、
そ
う
し
て
天
地
と
一
体
の
我
と
な
る
。
万
物
と
依
存

し
あ
う
我
が
な
く
な
っ
て
、
そ
う
し
て
万
物
が
す
べ
て
備
わ
る
我

と
な
る
。
空
と
不
空
と
が
ど
う
し
て
別
物
で
あ
ろ
う
か
。（
無
我
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而
不
住
於
無
我
、
無
与
天
地
為
二
之
我
、
而
後
有
天
地
一
体
之
我
、

無
与
万
物
相
待
之
我
、
而
後
有
万
物
皆
備
之
我
、
空
之
与
不
空
、

寧
有
二
乎
。）

呉
応
賓
は
、
世
界
と
対
峙
す
る
個
私
的
な
「
我
」
を
昇
華
さ
せ
、

万
物
一
体
の
「
我
」
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
を
、
そ
の
思
想
的
目
標
と

し
た
。
そ
の
際
に「
有
我
之
習
」を
肯
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、「
復

性
之
習
」や「
合
性
之
習
」と
い
う
在
り
方
を
目
指
し
た
よ
う
に「
習
」

を
切
り
離
し
て
実
践
を
遂
行
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。換
言
す
れ
ば
、

か
れ
の
方
法
は
、「
我
」
の
螺
旋
階
段
的
深
化
を
企
図
す
る
も
の
で

あ
っ
た）

4
（

。

呉
応
賓
は
、何
故
「
習
」
に
対
し
て
抑
揚
の
あ
る
評
価
を
お
こ
な
っ

た
の
か
。
そ
の
個
人
的
動
機
や
、「
習
」
を
上
下
両
方
向
的
に
捉
え

る
『
論
語
』
の
所
説
と
い
う
経
学
的
遠
因
は
、
脇
に
置
く
。
こ
こ
で

は
か
れ
が
「
性
」
と
「
習
」
と
を
相
互
依
存
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
、

な
お
か
つ
そ
の
関
係
性
を
更
新
し
て
ゆ
く
段
階
的
実
践
に
よ
り
、
理

想
的
境
地
の
実
現
を
目
指
し
た
点
に
注
目
し
た
い
。『
位
相
』
が
解

析
し
た
良
知
心
学
の
理
論
構
造
と
の
関
連
性
を
、
こ
の
点
に
読
み
取

ろ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

陽
明
後
学
に
お
け
る
良
知
体
験
の
蓄
積
は
、
現
実
の
諸
現
象
を
自

己
と
の
相
関
関
係
に
お
い
て
、
も
し
く
は
自
己
の
投
影
と
し
て
捉
え

る
認
識
態
度
を
、
そ
の
後
の
人
士
の
あ
い
だ
に
拡
散
さ
せ
た
と
推
察

す
る
。
た
だ
し
そ
れ
故
に
か
れ
ら
は
、
良
知
説
を
実
践
す
る
過
程
に

お
い
て
、「
習
気
」
を
含
め
良
知
の
発
現
を
阻
害
す
る
原
因
と
恒
常

的
に
逢
着
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
体
験
が
、
人
間
悪
に

関
す
る
思
索
の
深
化
を
促
し
た
。
南
野
や
龍
渓
に
お
け
る
「
意
見
」

へ
の
批
判
的
関
心
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。「
習
気
」に
し
て
も「
意
見
」

に
し
て
も
、
そ
の
発
生
の
原
因
を
追
究
し
た
場
合
、
自
己
の
本
性
に

行
き
着
く
よ
り
他
な
い
こ
と
は
、良
知
説
の
理
論
構
造
を
め
ぐ
る『
位

相
』
の
解
析
ど
お
り
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
良
知
説
の
実
践
者
は
、
自

他
双
方
の
内
奥
へ
と
さ
ら
に
実
践
的
な
思
索
を
深
め
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。呉

応
賓
が
掌
握
し
た
「
習
」
生
成
の
機
序
は
、『
位
相
』
所
説
の
「
個

的
な
も
の
」
が
生
み
出
さ
れ
る
過
程
と
重
複
す
る
。
た
だ
し
か
れ
に

と
っ
て
「
習
」
と
は
、「
個
的
な
も
の
」
と
し
て
自
己
に
対
峙
す
る

と
同
時
に
、「
我
」
が
万
物
一
体
の
「
大
我
」
へ
と
昇
華
す
る
う
え

で
不
可
欠
の
内
的
要
素
で
も
あ
っ
た
。
良
知
の
自
己
疎
外
形
態
と
し

て
の
「
個
的
な
も
の
」
に
対
し
、
か
れ
の
如
く
一
定
の
存
在
意
義
を

認
め
る
人
士
た
ち
が
、
万
暦
期
に
お
け
る
「
欠
陥
世
界
」
語
の
流
行

を
支
え
て
い
た
と
推
察
す
る
。　

（
二
）　
自
然
と
当
然

呉
応
賓
は
崇
禎
四
年
に
逝
去
す
る
。
生
前
か
れ
は
『
荘
子
』
に
対

す
る
注
釈
書
を
作
成
し
て
お
り
、そ
の
未
刊
の
原
稿
を
も
活
用
し
て
、

方
以
智
は
主
著
『
薬
地
炮
荘
』
を
編
纂
し
た
。
同
書
に
は
、
呉
応
賓
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に
よ
る
以
下
の
如
き
文
章
が
載
る
。
前
述
し
た
『
宗
一
聖
論
』
の
所

説
と
も
重
な
る
発
言
で
あ
る
。

聖
人
は
（
対
象
と
す
る
物
事
の
）
当
然
の
様
態
を
明
確
に
し
つ
つ
、

そ
の
究
極
性
を
背
後
に
具
備
す
る
。
究
極
性
は
、
元
来
、
極
め
尽

く
せ
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
で
た
だ
、
当
然
の
様
態
に
即
し
て
、

究
極
性
を
表
現
し
た
。（
荘
子
本
文
に
言
う
）「
す
べ
て
を
対
立
の

な
い
究
極
の
境
地
に
お
く
」
と
は
（
同
じ
く
）「
こ
れ
を
具
体
的

な
は
た
ら
き
の
な
か
に
お
く
」
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
ど
ん
な
目

に
見
え
る
事
物
も
ま
た
目
に
見
え
な
い
兆
し
も
、
す
べ
て
相
対
的

存
在
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
相
対
を
超
え
た
在
り
方
に
他

な
ら
な
い
。
こ
れ
が
荘
子
に
お
け
る
喫
緊
の
主
旨
だ
。（
聖
人
著

其
応
該
、
蔵
其
究
竟
、
究
竟
原
不
可
究
竟
、
而
即
以
応
該
為
究
竟
、

寓
諸
無
竟
者
、
寓
諸
庸
也
、
物
物
幾
幾
、
皆
是
相
待
、
即
是
絶
待
、

此
荘
子
喉
中
旨
。
薬
地
炮
荘
巻
一
第
四
十
四
葉
「
斉
物
論
第
二
」）

呉
応
賓
は
荘
子
の
言
説
に
藉
口
し
て
み
ず
か
ら
の
思
想
を
語
っ

た
。
他
者
に
依
存
す
る
相
対
的
な
個
物
の
集
合
体
と
し
て
現
実
の
世

界
を
捉
え
つ
つ
も
、
そ
の
個
物
が
そ
れ
ぞ
れ
に
掛
け
替
え
の
な
い
絶

対
性
を
具
え
る
、
と
信
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
信
念
を
前

提
に
、
聖
人
は
相
対
的
な
個
物
に
お
け
る
「
応
該
」
な
る
在
り
方
を

現
実
化
さ
せ
、
そ
の
個
別
事
象
そ
の
も
の
に
、「
究
竟
」
さ
れ
る
こ

と
を
原
理
的
に
拒
否
す
る
「
究
竟
」
の
境
地
を
具
え
さ
せ
た
。
こ
の

議
論
を
『
宗
一
聖
論
』
の
所
説
に
重
ね
れ
ば
、
聖
人
は
、「
究
竟
」

と
し
て
の
「
性
」
が
固
定
的
実
体
を
有
し
な
い
こ
と
を
思
想
的
前
提

と
し
て
、
各
自
に
対
し
て
は
「
合
性
之
習
」
と
し
て
の
「
応
該
」
な

る
在
り
方
の
現
前
を
志
向
さ
せ
た
、
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
物
物
幾
幾
」
を
「
相
待
」
視
す
る
立
場
は
、
現
実
の
あ
ら
ゆ
る

事
象
を
相
互
的
依
存
関
係
に
お
い
て
捉
え
る
点
で
、「
性
」
と
「
習
」

と
を
相
互
依
存
の
関
係
に
置
く
前
述
の
見
解
を
一
般
化
さ
せ
た
も
の

だ
と
み
な
せ
る
。
そ
う
し
た
視
座
に
拠
っ
て
呉
応
賓
は
、
相
互
依
存

的
な
個
別
事
象
ご
と
に
、
究
極
性
を
備
え
た
「
応
該
」
な
る
様
態
を

追
究
し
た
。
か
れ
の
こ
の
思
考
は
、
以
下
に
示
す
方
以
智
の
言
葉
に

拠
っ
て
、
そ
の
趣
旨
が
よ
り
明
瞭
に
な
る
。

方
以
智
は
、『
薬
地
炮
荘
』
巻
一
の
「
列
子
御
風
」
段
に
、「
聖
人

は
、
た
だ
当
人
の
持
ち
前
に
し
た
が
っ
て
み
ず
か
ら
を
発
揮
し
尽
く

す
在
り
方
と
し
て
の
当
然
を
説
く
だ
け
で
あ
る
。
ど
う
し
て
何
物
か

に
依
拠
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
真
の
自
然
は
（
自
然

に
す
ら
依
拠
し
な
い
の
だ
か
ら
）
自
然
と
す
ら
説
か
な
い
（
聖
人
只

説
随
分
自
尽
之
当
然
、
豈
有
待
哉
、
惟
真
自
然
不
説
自
然
）」
と
の

見
解
を
記
す
。
こ
の
見
解
は
、
当
該
の
一
段
に
対
す
る
郭
象
の
注
釈

「
天
地
は
万
物
を
以
て
体
と
な
し
、
万
物
は
自
然
を
以
て
正
と
な
す
」

に
対
し
、
薛
更
生
が
、
そ
の
「
自
然
」
は
や
は
り
「
増
語
」
だ
と
批

判
し
た
そ
の
視
点
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
方
以
智
は
、

「
自
然
」
の
実
体
視
を
忌
避
し
つ
つ
も
、
し
か
し
現
実
に
お
い
て
個

物
が
個
物
と
し
て
の
存
在
意
義
を
如
何
に
実
現
す
る
か
を
、「
当
然
」



117 晩明思潮研究のための覚書（三浦）

の
語
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
し
た
。

方
以
智
の
「
自
然
」
が
呉
応
賓
の
「
究
竟
」
に
、「
当
然
」
が
「
応

該
」
に
対
応
す
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
考
察
の
焦
点
は
か

れ
ら
の
こ
う
し
た
言
葉
遣
い
に
在
る
の
だ
が
、
し
ば
し
迂
回
路
を
た

ど
っ
た
う
え
で
、
そ
の
検
討
に
立
ち
返
る
。

方
以
智
の
上
記
「
自
然
」
発
言
は
『
位
相
』「
結
語
」
に
載
る
も

の
で
あ
り
、
本
稿
は
そ
れ
を
借
用
し
た
。「
結
語
」
は
、「（
陳
）
白

沙
に
発
し
た
自
然
論
は
、
良
知
説
を
通
過
し
て
、
情
性
の
ま
ま
に
生

き
ぬ
く
人
間
の
裸
像
に
、
そ
の
結
着
点
を
見
出
し
た
」（
372
頁
）
と

述
べ
、
李
卓
吾
の
生
き
方
を
絶
讃
し
た
う
え
で
、
そ
の
余
韻
と
し
て

方
以
智
の
「
真
自
然
不
説
自
然
」
句
を
引
用
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
李
卓
吾
は
、
そ
の
『
焚
書
』
巻
三
「
読
律
膚
説
」
に
お
い
て

「
情
性
」
を
「
自
然
」
と
捉
え
、「
然
ら
ば
則
ち
い
わ
ゆ
る
自
然
と
は
、

自
然
を
な
す
に
意
あ
り
て
、
而
し
て
遂か
く

て
以
て
自
然
と
謂
う
に
は
あ

ら
ざ
る
な
り
。
若
し
自
然
を
な
す
に
意
あ
ら
ば
、
則
ち
矯
強
と
何
ぞ

異
な
ら
ん
や
。
故
に
自
然
の
道
は
、
未
だ
言
い
易
か
ら
ざ
る
な
り
」

と
の
理
解
を
記
し
た
。

陳
白
沙
が
そ
の
学
問
の
宗
旨
と
し
て
「
自
然
」
を
強
調
し
た
こ
と

は
、『
位
相
』
第
一
章
や
同
書
の
「
結
語
」
に
も
述
べ
ら
れ
る
。
そ

し
て
陽
明
学
の
登
場
に
と
も
な
い
、「
良
知
は
自
然
と
一
体
化
し
て

自
然
の
ま
ま
に
自
己
を
煥
発
し
て
行
く
」（
364
頁
）。「
結
語
」
の
主

旨
は
、
陽
明
心
学
に
お
け
る
「
自
然
」
認
識
の
充
実
を
論
証
す
る
点

に
存
す
る
。
た
だ
し
「
結
語
」
は
、そ
う
し
た
論
述
と
平
行
し
て
、「
だ

が
自
然
と
放
縦
と
は
紙
一
重
で
あ
る
」（
365
頁
）
と
の
観
点
か
ら
、

王
門
内
部
の
「
自
然
」
反
対
論
者
や
、
明
末
の
顧
憲
成
以
下
、
朱
子

学
に
連
な
る
人
士
の
冷
や
や
か
な
対
応
を
も
述
べ
る
。
ま
た
、「
自

然
を
宗
と
し
、
こ
れ
に
執
わ
れ
る
代
表
的
な
も
の
は
、
老
荘
で
あ
る
」

（
373
頁
）
と
い
う
当
時
の
通
念
や
、そ
の
同
じ
時
期
に
流
行
し
た
『
楞

厳
経
』
が
、「
自
然
」
を
実
体
化
し
て
執
着
す
る
「
外
道
」
を
批
判

し
た
こ
と
を
も
、
丁
寧
に
紹
介
す
る
。

「
白
沙
に
発
し
た
自
然
論
は
、
良
知
説
を
通
過
」
す
る
こ
と
で
如

何
に
展
開
し
た
の
か
。「
結
語
」は
李
卓
吾
の
登
場
を
そ
の「
結
着
点
」

と
見
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
唯
一
の
「
結
着
点
」
と
言
え
な

い
こ
と
は
、「
結
語
」
の
周
到
な
挙
例
そ
れ
自
体
が
物
語
る
。
万
暦

人
士
に
よ
る
、『
楞
厳
教
』
所
説
「
自
然
外
道
」
へ
の
批
判
も
ま
た
、

「
結
着
点
」
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。「
自
然
」
概
念
を
「
万
物
に
超
越

し
た
固
定
的
実
体
」（
372
頁
）
と
み
な
す
立
場
へ
の
批
判
は
、
批
判

者
が
拠
る
超
越
的
実
体
を
忌
避
す
る
思
想
的
態
度
の
反
映
で
あ
り
、

そ
う
し
た
態
度
は
ま
た
、
現
実
の
諸
事
象
を
自
己
と
の
相
関
関
係
に

お
い
て
捉
え
る
認
識
と
親
和
的
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
思
想
態
度
は
、
白
沙
以
来
の
「
自
然
」
尊
重
の
趨
勢

と
交
錯
し
、
新
た
な
局
面
を
拓
く
こ
と
に
な
る
。
東
林
派
に
近
い
人

士
で
あ
る
呂
坤
の
主
著
『
呻
吟
語
』
に
は
、「
自
然
を
説
く
は
こ
れ

第
一
等
の
話
、
為
す
所
な
く
し
て
為
す
。
当
然
を
説
く
は
こ
れ
第
二
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等
の
話
、
性
分
の
当
に
尽
く
す
べ
き
所
、
職
分
の
当
に
為
す
べ
き
所

な
り
」（
同
巻
一「
談
道
」）云
々
と
の
言
葉
が
載
る
。「
自
然
」や「
当

然
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
内
容
が
別
の
言
葉
で
解
説
さ
れ
る
と
お

り
、
そ
れ
単
体
で
は
固
定
的
な
実
質
を
持
た
な
い
。
呂
坤
は
、
何
故

そ
う
し
た
言
葉
を
利
用
し
て
自
身
の
価
値
観
を
語
ろ
う
と
し
た
の

か
。従
来
の
価
値
的
概
念
に
対
す
る
更
新
を
企
図
し
た
の
だ
ろ
う
が
、

た
だ
し
そ
の
際
に
、
か
れ
は
或
る
実
質
的
な
概
念
を
そ
れ
に
対
置
さ

せ
る
の
で
は
な
く
、
当
時
流
行
し
て
い
た
「
自
然
」
語
を
用
い
、
そ

の
う
え
で
「
当
然
」
語
を
組
み
合
わ
せ
た
。
こ
う
し
た
態
度
に
、
万

暦
に
お
け
る
新
た
な
思
想
的
局
面
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

呂
坤
は
、
当
時
の
人
士
と
同
様
、「
人
事
」
を
顧
慮
し
な
い
老
荘

の
「
自
然
」
に
は
反
対
す
る
（
同
前
）。
た
だ
し
そ
れ
に
続
け
て
、

聖
人
は
「
自
然
」
の
意
義
を
わ
き
ま
え
れ
ば
こ
そ
、「
か
え
っ
て
自

然
を
脇
に
置
き
、
た
だ
当
然
を
説
い
て
、
自
然
に
し
た
が
う
よ
う
に

さ
せ
た
（
卻
把
自
然
閣
起
、
只
説
個
当
然
、
聴
那
個
自
然
）」
と
も

述
べ
る
。
構
造
的
に
見
る
な
ら
ば
、
前
述
し
た
方
以
智
に
よ
る
「
自

然
」「
当
然
」
発
言
と
同
様
の
主
張
が
、こ
こ
に
は
展
開
さ
れ
て
い
る
。

方
以
智
の
祖
父
で
あ
る
方
大
鎮
に
も
、
呂
坤
の
「
自
然
」
説
を
評
価

す
る
文
章
が
あ
る
。
方
大
鎮
は
、
か
れ
の
父
方
学
漸
の
「
性
善
説
」

を
「
無
所
為
而
為
」
と
言
い
換
え
、そ
の
絶
対
的
無
為
の
立
場
を
「
大

学
の
至
善
、
孟
子
の
良
知
」
に
比
定
し
た
う
え
で
、
呂
坤
の
「
自
然

を
説
く
は
こ
れ
第
一
等
の
話
」
云
云
を
引
用
し
、一
文
の
内
容
を
「
最

も
精
微
」
だ
と
賞
賛
し
た
（
荷
薪
義
巻
三
「
白
鹿
洞
晤
語
」）。

呂
坤
や
呉
応
賓
は
、
そ
の
思
想
を
語
る
う
え
で
実
体
概
念
の
使
用

を
回
避
し
た
。
万
暦
期
の
思
想
的
傾
向
が
そ
こ
に
は
反
映
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
な
か
で
右
の
方
大
鎮
が
以
下
の
よ
う
な
文
章

を
残
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

お
よ
そ
事
物
の
中
枢
を
「
極
」
と
言
う
。
…
…
渾
沌
と
し
て
広
大

な
一
気
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
そ
う
で
あ
る
根
拠
と
し
て
の
理
が
、

そ
こ
に
存
す
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
性
急
な
発
言
で
は
解
明

し
に
く
い
。
ど
う
し
て
個
別
相
に
即
し
た
議
論
が
無
意
味
で
あ
ろ

う
か
。
…
…
心
と
は
無
関
係
に
事
物
は
存
在
せ
ず
、
事
物
と
は
無

関
係
に
心
は
存
在
し
な
い
、
と
の
命
題
は
概
括
的
で
あ
る
。
聖
人

は
人
び
と
と
と
も
に
、
そ
の
上
手
な
は
た
ら
か
せ
方
を
は
っ
き
り

と
さ
せ
る
だ
け
だ
。（
凡
物
之
枢
本
曰
極
、
…
…
混
闢
一
気
、
而

所
以
然
之
理
在
其
中
焉
、
急
口
難
明
、
何
妨
質
論
、
…
…
心
外
無

法
、
法
外
無
心
、
此
冒
總
也
、
聖
人
与
民
明
其
善
用
而
已
。
薬
地

炮
荘
総
論
中
第
五
葉
、
所
引
「
野
同
確
辨
」）

方
大
鎮
は
「
心
外
無
法
、
法
外
無
心
」
と
い
う
認
識
態
度
を
概
括

的
す
ぎ
る
と
見
る
。
現
実
の
諸
現
象
に
応
対
す
る
姿
勢
と
し
て
は
、

そ
れ
で
は
も
は
や
不
十
分
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
の
事
情

を
、「
根
本
の
と
こ
ろ
は
分
か
り
や
す
い
が
、区
別
相
は
窮
め
が
た
い
。

自
己
に
依
拠
す
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
、
す
べ
て
の
存
在
に
つ
い
て
明

ら
か
に
し
た
と
し
て
も
、
個
別
の
存
在
が
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い
な
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け
れ
ば
、
た
だ
ち
に
そ
の
個
別
の
存
在
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
根
本
易
得
、
差
別
難
窮
、
既
知
由
己
、
又
明
万
法
、
一
法
未
明
、

即
為
一
法
所
惑
）」（
方
孔
炤
撰
周
易
時
論
所
引「
野
同
録
」）と
も
語
っ

て
い
る
。

「
心
外
無
法
」
や
「
心
外
無
事
」
と
い
う
仏
典
由
来
の
表
現
は
、

宋
儒
の
言
説
に
取
り
込
ま
れ
た
の
ち
、
陽
明
の
登
場
以
降
は
、
と
く

に
心
学
の
基
本
的
学
問
態
度
を
示
す
標
語
と
し
て
拡
散
し
て
い
た
。

し
か
し
方
大
鎮
は
、
そ
の
命
題
に
対
し
現
実
的
な
効
力
を
失
い
つ
つ

あ
る
も
の
と
捉
え
た）

5
（

。
そ
の
う
え
で
「
善
用
」
の
立
場
こ
そ
が
、「
差

別
」
の
究
明
し
が
た
い
現
実
世
界
へ
の
、
適
切
な
対
応
方
法
だ
と
見

た
。
か
れ
は
「
根
本
」
の
意
義
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
善

用
」
の
「
用
」
に
対
し
て
も
、
体
用
一
体
の
そ
の
「
用
」
と
し
て
認

識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
呉
応
賓
が
「
究
竟
」
を
、
方
以

智
が
「
自
然
」
を
固
定
的
実
体
と
捉
え
な
い
よ
う
警
戒
し
た
そ
の
立

場
と
同
様
、
方
大
鎮
は
、「
根
本
」
と
し
て
の
「
体
」
に
不
満
の
念

を
抱
い
て
い
た
。

方
大
鎮
の
「
善
用
」
概
念
は
、
呉
応
賓
の
「
応
該
」
お
よ
び
方
以

智
の
「
当
然
」
と
重
な
り
、
個
別
事
象
の
当
為
性
を
表
現
す
る
。
た

だ
し
文
字
的
機
能
と
し
て
は
、
前
者
が
実
字
で
あ
り
、
後
者
は
虚
字

だ
と
い
う
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
だ
が
前
者
の
実
字
性
は
、
ど
の
程

度
、
堅
牢
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
方
大
鎮
が
注
目
し
た
「
用
」
と

は
、
普
遍
的
「
用
」
と
し
て
実
体
視
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
個
別

具
体
的
な
主
客
関
係
の
場
に
お
い
て
そ
の
都
度
成
立
す
る
「
用
」、

刻
々
と
変
化
す
る
こ
と
を
そ
の
属
性
と
す
る
陽
明
所
説
の
「
物こ
と

」
の
、

そ
の
作
用
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
る
概
念
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う

の
で
あ
る
。

結
語
に
代
え
て

島
田
虔
次
氏
の
名
著
『
中
国
に
お
け
る
近
代
思
惟
の
挫
折
』（
筑

摩
書
房
、
初
版
一
九
四
九
年
、
改
訂
版
一
九
七
八
年
）
は
、
王
陽
明

の
学
説
に
お
け
る
「
画
期
的
」
な
論
点
を
四
条
に
ま
と
め
、
そ
の
第

三
条
と
し
て
、「
人
間
に
お
い
て
純
粋
に
良
知
の
み
を
問
題
と
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
実
は
か
え
っ
て
知
識
、
才
能
、
情
意
な
ど
に
独
立

の
評
価
を
与
え
た
点
」
を
挙
げ
る
（
改
訂
版
66
頁
）。
そ
し
て
李
卓

吾
の
思
想
に
分
析
を
加
え
、
か
れ
は
良
知
を
「
成
熟
」
さ
せ
、「
近

世
精
神
の
成
年
と
し
て
の
童
心
」（
184
頁
）に
到
達
す
る
こ
と
に
よ
り
、

か
え
っ
て
倫
理
や
政
治
、
歴
史
、
文
学
な
ど
を
独
自
の
「
外
」
部
領

域
と
し
て
捉
え
る
に
い
た
っ
た
、
と
評
価
す
る
。
王
陽
明
か
ら
李
卓

吾
に
い
た
る
思
想
史
的
展
開
を
良
知
「
成
熟
」
の
過
程
と
捉
え
、「
成

熟
」
の
内
容
を
、
内
面
と
外
界
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
認
識
の
充
実
お

よ
び
双
方
の
自
律
性
の
向
上
だ
と
し
て
賞
賛
す
る
わ
け
で
あ
る
。

内
面
と
外
界
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
認
識
の
充
実
は
、
た
し
か
に
万

暦
人
士
の
一
部
に
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
り
、
そ
の
傾
向
は
本
稿
で
も
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紹
介
し
た
。
そ
し
て
そ
の
要
因
と
し
て
良
知
説
の
普
及
を
挙
げ
る
こ

と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
も
、
陽
明
が
構
想
し
た
良
知
心
学
の
理
論
的

性
格
に
関
す
る
『
位
相
』
の
構
造
分
析
、
お
よ
び
良
知
体
験
の
社
会

的
蓄
積
と
い
う
観
点
か
ら
言
及
し
た
。
荒
木
先
生
が
、『
仏
教
と
陽

明
学
』
に
お
い
て
李
卓
吾
の
思
想
を
評
価
し
、「
空
化
作
業
」
の
徹

底
と
「
情
念
を
尊
重
す
る
」
態
度
の
「
両
方
向
を
同
時
に
包
み
こ
む
」

（
169
頁
）
も
の
だ
と
捉
え
た
よ
う
に
、
良
知
説
そ
れ
自
体
が
、
こ
の

よ
う
に
具
体
化
さ
れ
る
方
向
性
を
備
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
も
そ
も
陽
明
良
知
説
そ
れ
自
体
に
「
個
人
の
自
立
」
と

い
う
視
点
が
存
し
な
い
以
上
、内
外
の
諸
事
象
に
お
け
る
「
自
律
性
」

の
有
無
を
議
論
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
生
産
的
で
は
な
い
。
と
は
い

え
そ
れ
ら
の
事
象
が
「
自
律
」
的
で
あ
る
か
に
見
え
る
と
い
う
事
態

は
、「
個
的
な
も
の
」
と
の
関
係
か
ら
明
末
清
初
の
思
想
情
況
を
推

察
す
る
う
え
で
、
意
味
を
持
つ
よ
う
に
思
え
る
。

主
客
彼
我
を
関
係
性
の
な
か
で
把
握
す
る
こ
と
を
第
一
義
に
置
く

情
況
に
お
い
て
、「
個
的
な
も
の
」
は
そ
の
疎
外
形
態
で
し
か
な
い
。

と
は
い
え
、
良
知
説
の
瀰
漫
が
進
行
し
、「
個
的
な
も
の
」
の
生
成

機
序
に
関
す
る
理
解
が
必
ず
し
も
行
き
届
か
な
く
な
っ
た
時
代
社
会

が
到
来
し
た
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
個
的
な

も
の
」
と
い
う
疎
外
状
態
を
疎
外
と
は
認
識
せ
ず
、
む
し
ろ
自
他
相

互
の
関
係
を
構
成
す
る
基
本
的
要
素
と
み
な
す
よ
う
な
理
解
が
、
そ

の
社
会
で
は
通
念
と
化
す
だ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

注
（
1
）　
『
陽
明
学
の
位
相
』
研
文
出
版
、
一
九
九
二
年
、
本
文
三
七
五
頁
・

あ
と
が
き
・
索
引
。
本
文
の
構
成
は
、
第
一
章
：
陳
白
沙
と
王
陽
明
、

第
二
章
：
心
の
哲
学
、
第
三
章
：
聖
人
と
凡
人
、
第
四
章
：
頓
悟
と

漸
修
、
第
五
章
：
知
行
合
一
、
第
六
章
：
性
善
説
と
無
善
無
悪
説
、

第
七
章
：
陽
明
学
と
大
慧
禅
、
第
八
章
：
抜
本
塞
源
論
、
第
九
章
：

未
発
と
已
発
、
第
十
章
：
楽
学
歌
、
結
語
│
自
然
を
め
ぐ
っ
て
│

（
2
）　

本
稿
に
お
い
て
『
位
相
』
所
引
の
原
典
を
紹
介
す
る
際
に
は
、
同

書
の
方
針
に
な
ら
い
書
き
下
し
文
を
用
い
る
。
な
お
引
用
の
分
量
に

は
同
書
に
較
べ
て
加
減
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
す
る
。

（
3
）　
『
仏
教
と
儒
教
│
中
国
思
想
を
形
成
す
る
も
の
│
』
平
楽
寺
書
店
、

一
九
六
三
年
、
の
ち
『
新
版　

仏
教
と
儒
教
』
研
文
出
版
、
一
九
九

三
年
。   

（
4
）　

呉
応
賓
と
そ
の
『
宗
一
聖
論
』
の
概
要
に
関
し
て
は
、
三
浦
「
明

善
・
観
我
・
野
同
」（『
東
洋
史
研
究
』
六
十
四
│
二
、
二
〇
〇
五
年
）、

参
照
。

（
5
）　
『
薬
地
炮
荘
』
総
論
中
に
は
、
陳
渉
江
の
言
葉
と
し
て
、「
一
即
一

切
、
一
切
即
一
、
襲
此
冒
語
、
今
比
比
矣
」
と
述
べ
た
う
え
で
、「
一

切
」
か
ら
「
一
」
を
取
り
出
す
こ
と
の
意
義
を
説
く
一
文
も
あ
る
。


