
『
中
論
』

章
訳
注

こ
れ
は
二
O
O
九
年
度
に
行
な
っ
た
愛
知
学
院
大
学
文
学
研
究
科
の
講
義
に

基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
講
義
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
履
修
し
て
い
な
い
学
生
諸

君
を
対
象
と
し
て
い
た
の
で
、
『
中
論
』
お
よ
び
そ
の
注
の
文
献
学
的
研
究
と

い
う
よ
り
は
『
中
論
』
に
見
ら
れ
る
論
法
と
思
想
に
つ
い
て
の
講
義
と
な
っ

た
。
も
っ
と
も
『
中
論
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
性
格
上
、
講
義
の
中
で
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
・
テ
キ
ス
ト
に
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
で

も
イ
ン
ド
仏
教
専
攻
者
以
外
に
も
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
努
め
た
つ
も
り
で

あ
る
。

『
中
論
』
の
訳
注
は
こ
れ
ま
で
に
幾
種
類
も
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
『
中
論
』

の
論
法
に
つ
い
て
そ
の
全
頒
の
逐
一
に
わ
た
っ
て
考
察
し
た
上
で
そ
の
思
想
を

考
究
し
た
も
の
は
ま
だ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
中
論
』
全

頒
に
見
ら
れ
る
論
法
の
研
究
と
そ
れ
を
踏
ま
え
た
思
想
研
究
を
思
い
立
っ
た
の

で
あ
る
が
こ
れ
は
そ
う
し
た
研
究
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
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本
稿
は
講
義
の
録
音
テ
l

プ
を
書
き
起
こ
し
た
も
の
に
、
加
筆
、
修
正
を
加

え
た
も
の
で
あ
る
。
テ

1

プ
書
き
起
こ
し
に
か
ん
し
て
は
、
渡
漫
純
江
氏
お
よ

び
前
田
知
郷
氏
の
助
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し

'
e
、
A
O

T
U
 

帰
敬
偏

龍
樹
は
大
乗
仏
教
の
祖
で
あ
る
と
か
、
龍
樹
の
主
著
『
中
論
』
は
大
乗
仏
教

に
理
論
的
な
モ
デ
ル
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
意

味
で
大
乗
仏
教
の
祖
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
『
中
論
』
が
ど
の
よ
う
な
モ
デ
ル

を
与
え
た
の
か
は
今
日
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
は
い
ま
せ
ん
。

と
も
か
く
『
中

論
』
の
内
容
の
特
色
は
特
殊
な
論
法
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

こ
の
奇
異
と
も
言
う
べ
き
論
法
の
難
解
さ
は
『
中
論
』
全
体
を
覆
っ
て
い
ま
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す
。
そ
の
特
殊
な
論
法
は
、
意
味
の
な
い
論
弁
で
は
な
く
論
理
学
的
な
裏
づ
け
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の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

そ
の
論
法
に
か
ん
す
る
考
察
は
充
分

に
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人間文化

一
九
九
O
年
頃
ま
で
は
こ
の
『
中
論
』

の
本
頒
や
そ
の
注
釈
書
の
研
究
は

イ
ン
ド
仏
教
研
究
の
中
核
の
一
つ
で
し
た
が
、
最
近
で
は
『
中
論
』

の
本
頒
や

注
釈
書
の
研
究
は
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
主
流
の
研
究
で
は

h
u
o
/
\
h
ι
o
h

ノ
宇
品vし
わ
ル
。し
か
し
、
『
中
論
』
が
大
乗
仏
教
あ
る
い
は
仏
教
全
体
に

と
っ
て
重
要
な
文
献
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
誰
も
否
定
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
『
中
論
』
を
読
み
な
が
ら
、
龍
樹
が
何
を
い
お
う
と
し
た
の

か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
論
法
を
用
い
よ
う
と
し
た
の
か
を
見
て
い
き
ま

し
よ
う
。
『
中
論
』
の
注
釈
は
数
多
く
あ
り
ま
す
し
、
龍
樹
を
祖
と
す
る
伝

統
、
す
な
わ
ち
中
観
思
想
に
か
ん
す
る
書
も
多
数
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
注
釈

の
版
、
翻
訳
な
ど
に
か
ん
し
て
は
後
ほ
ど
ま
と
め
て
お
話
し
ま
す
。
こ
こ
で
は

ま
ず
『
中
論
』
を
直
接
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
中
論
』

の
匂
い
に
ふ
れ
る
こ

と
に
し
ま
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
必
要
に
応
じ
て
そ
の
後
の
中
観
派
の
歴
史
あ
る

い
は
『
中
論
』
の
注
釈
書
に
も
触
れ
る
こ
と
に
し
ま
す
。

『
中
論
』
の
帰
敬
備
は
、
古
来
、
八
不
備
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り

『
中
論
』
の
思
想
を
ま
と
め
た
備
と
し
て
有
名
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
備
は
龍

樹
自
身
の
書
い
た
も
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

キ
ャ
ン
ベ
ラ
大
学
の
故
ド
ゥ
・
ヨ
ン
グ
教
授
が
出
版
さ
れ
た
『
中
論
』
の
テ
キ

ス
ト
[
与
。
』
。
ロ
m
-

∞
ゴ
]
は
、
イ
タ
リ
ア
の
チ
ベ
ッ
ト
学
者
G

・
ト
ゥ
ッ
チ
が

ド
ゥ
・
ヨ
ン
グ
氏
に
渡
し
た
写
本
の
写
真
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
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版
に
は
帰
敬
偏
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
近
は
こ
の
帰
敬
備
を
龍
樹
自
身
が
書
い
た

も
の
で
は
な
い
と
い
う
理
解
の
下
に
『
中
論
』
研
究
を
進
め
る
研
究
者
が
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
帰
敬
傷
、

つ
ま
り
八
不
備
は
現
存
す
る
最
も

古
い
注
釈
書
で
あ
る
『
無
畏
論
』
(
ア
ク
ト
l

バ
ヤ
)
、
青
目
(
ピ
ン
ガ
ラ
)
の

注
、
さ
ら
に
は
仏
護
(
ブ
ッ
ダ
パ
1

リ
タ
)
の
注
の
中
で
は
龍
樹
が
述
べ
た
も

の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
青
目
の
注
を
漢
訳
し
た
者
は
鳩
摩
羅
什
(
ク

マ
l

ラ
ジ
l

ヴ
ア
)
で
あ
り
、
こ
の
羅
什
訳
が
こ
れ
ま
で
中
国
や
日
本
に
お
け

る
『
中
論
』
の
基
本
テ
キ
ス
ト
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
『
中
論
』
と
い
え
ば
、

日
本
で
は
一
般
に
こ
の
羅
什
が
訳
し
た
青
目
の
注
釈
書
を
指
し
ま
す
。
こ
の
青

目
注
は
チ
ベ
ッ
ト
訳
も
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
も
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
羅
什
の
漢

訳
が
残
っ
て
い
る
の
み
で
す
。

清
弁
(
バ
l

ヴ
ィ
ヴ
ェ

1

カ
、
五
七
O
年
頃
没
)
の
注
も
残
っ
て
い
ま
す
。

」
の
人
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
名
は

「
パl

・
ヴ
ィ
ヴ
ェ

1

カ
」
な
の
か

ノ t

ヴ
ァ
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ

l

カ
」
な
の
か
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
「
バ

l

・

ヴ
ィ
ヴ
ェ

1

カ
」
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
説
が
有
力
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
こ
の
清
弁
の
注
に
も
帰
敬
傷
は
『
中
論
』

の
偏
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
七
世
紀
の
注
釈
家
月
称
(
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
1

ル
テ
イ
)
の
注
釈
書
は

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
テ
キ
ス
ト
と
チ
ベ
ッ
ト
訳
が
残
っ
て
い
ま
す
。
漢
訳
は
残

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
月
称
注
の
ド
ゥ
・
ラ
・
ヴ
ァ
レ
・
プ
サ
ン
に
よ
る
版

E
o



E

〈
包
-
b
o℃
。
ロω
巴
ロ
】
∞
-
ω
]で
は
帰
敬
侮
は
一
章
の
第
一
備
と
し
て
で
は
な

く
て
、

一
章
か
ら
独
立
し
た
帰
敬
備
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
ま
す

。

と
も
あ
れ
、
先
ほ
ど
申
し
た
よ
う
に
こ
の
帰
敬
備
は
龍
樹
自
身
が
書
い
た
も

の
か
否
か
は
今
日
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
『
中
論
』
の
注
の
歴
史
、

る
い
は
中
観
思
想
史
の
中
で
こ
の
八
不
備
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
と
い

う
こ
と
は
事
実
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
『
中
論
』
を
読
む
場
合
、

こ
の
帰
敬
備

を
除
い
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

『
中
論
』
帰
敬
備
は
以
下
の
よ
う
で
す
[
己o
E

〈
包
}
宏
司
O
己
E
S
E
-
ω

二
]
]。

滅
す
る
こ
と
な
く
、
生
ず
る
こ
と
な
く
、
断
な
る
こ
と
な
く
、
常
な
る
こ

と
な
く

同
一
の
も
の
な
く
〔
あ
る
い
は
、
同
一
の
も
の
で
な
く
〕
、
異
な
る
も
の

な
く
〔
あ
る
い
は
、
異
な
る
も
の
で
な
く
〕
、
来
る
こ
と
な
く
、
行
く
こ

と
な
き

戯
論
の
止
減
し
た
、
吉
祥
な
る
縁
起
を
説
い
た
正
覚
者
、

、
、
.
，rzl

 
I
 

'EEEEB

,,, 

も
ろ
も
ろ
の
説
法
者
中
、
最
も
優
れ
た
人
に
わ
た
し
は
敬
礼
す
る
。

『中論』 一章訳注(立

こ
の
備
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
り
ま
す

。

例
え
ば
、
「
同
一
の
も
の
な

く
、
異
な
る
も
の
な
く
」

と
訳
し
ま
し
た
が
、
「
同
一
の
も
の
で
な
く
、
異
な

る
も
の
で
な
く
」
と
も
訳
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
二
種
に
訳
す
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
こ
の
備
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
す
が
、
こ
こ
で
は
問
題
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
留
め
、
次
に
進
む
こ
と

に
し
ま
す
。
「
戯
論
」
と
い
う
概
念
は
龍
樹
の
思
想
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な

も
の
で
す
が
、
こ
れ
の
説
明
も
後
ほ
ど
い
た
し
ま
す
。

こ
の
帰
敬
備
の
中
の

「
滅
す
る
こ
と
な
く
、
:
:
:
行
く
こ
と
な
き
」
ま
で
の

あ

八
つ
の
句
は
そ
れ
ぞ
れ
否
定
詞
を
含
ん
で
お
り

「
戯
論
の
止
減
し
た
、
吉
祥

な
る
」
と
い
う
表
現
と
同
様
に
「
縁
起
」
と
い
う
一
言
葉
を
修
飾
し
て
い
ま
す
。

帰
敬
備
前
半
は
羅
什
訳
で
は

「
不
生
亦
不
滅
、
不
常
亦
不
断
、
不
一
亦
不
異
、

不
来
不
出

(
『
大
正
蔵
』
三O
巻
、
一
頁
b
)、
「
不
生
亦
不

と
あ
り
ま
す
が

減
」
か
ら

「
不
来
不
出
」ま
で
で
一
つ
の
文
章
が
終
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
八
不
で
表
現
さ
れ
た
こ
と
が
縁
起
の
内
容
を

語
る
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
侮
前
半
が
後
半
部

分
と
は
別
個
の
文
章
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
た
の
で
す

。

し
か
し
、
こ
れ
は
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
を
無
視
し
た
理
解
で
す

。

「
滅
す
る
こ
と
な
く
、
生
ず
る
こ
と
な

と
い
う
八
句
は
そ
れ
ぞ
れ
目
的
格
で
あ
り
、
同
様
に
目
的
格
で
あ

る

「
縁
起
」

「
縁
起
」と
しユ

と
い
う
語
を
修
飾
し
て
い
ま
す

。

そ
し
て

そ
の

〉
つ
五
一
山
は「説
い
た
」
と
い
う
動
詞
の
目
的
語
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
八
つ
の
修
飾
語
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
テ
キ
ス
ト
で
は
そ
れ
ぞ

れ
否
定
詞
を
含
ん
だ
複
合
語
で
す

。

つ
ま
り
「
滅
す
る
こ
と
な
き
」
(
ω
E
g己
『
岱
)

と
は

「滅
す
る
こ
と
」

(
E
B【
岳
山
)と

「
ー
の
な
い
」
(
中
)の
複
合
語
で
あ

り
こ
の
複
合
語
が

「
縁
起
」
と
い
う
語
を
修
飾
し
て
い
ま
す

。

「
減
す

で
は
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る
こ
と
な
き
縁
起
」
あ
る
い
は

「
生
ず
る
こ
と
な
き
縁
起
」
と
は
ど
の
よ
う
な
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こ
と
で
し
ょ
う
か
。

「
減
す
る
こ
と
な
く
、

こ
の
八
つ
の
語
を
見
ま
す
と

生
ず
る
こ
と
な
く

人間文化

の
中
の
、
二
つ
ず
つ
が
対
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
す
な

わ
ち
「
滅
す
る
こ
と
な
く
」
と

「
生
ず
る
こ
と
な
く
」
は
一
つ
の
対
を
な
し

「
断
な
る
こ
と
な
く
」

「
常
な
る
こ
と
な
く
」
が

ま
た

「
同
一
の
も
の
な

と

「
異
な
る
も
の
な
く

と

と
が
、

「
来
る
こ
と
な
く
」

さ
ら
に
は

と

く
こ
と
な
き
」
も
そ
れ
ぞ
れ
対
に
な
っ
て
い
ま
す
。
「
滅
す
る
と
生
ず
る
」
、

「
断
で
あ
る
と
常
で
あ
る
」
、

「
来
る
と
行
く
」
は
反
対
の
関
係
に
あ

そ
し
て

り
、
矛
盾
の
関
係
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
「
同
一
で
あ
る
こ
と
」

「
異
な
る
こ
と

(
非
同
一
で
あ
る
こ
と
)
」は
矛
盾
の
関
係
に
あ
り
ま
す
。
「
生

ず
る
」
と
「
生
じ
な
い
」

「
滅
す
る
」

「
減
し
な
い
」
は
矛
盾

あ
る
い
は

と

の
関
係
に
あ
り
ま
す
。

「
生
ず
る
」
は
矛
盾
の
関
係

し
か
し
、
「
滅
す
る
」
と

に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
「
反
対
」
と

「
矛
盾
」
と
の
相
違

は
、
後
の
考
察
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
中
論
』
の
議
論
に
お
い
て
重
要
な
問

題
と
な
り
ま
す
。

龍
樹
は
、
ま
ず
か
の
上
述
の
八
つ
の
中
か
ら
生
じ
な
い
こ
と
を
取
り
あ
げ

て
、
も
の
と
生
じ
な
い
こ
と
と
の
関
係
を
考
察
し
よ
う
と
し
ま
す
。
『
中
論
』

一
章
に
お
い
て
は

「
も
の
が
生
ず
る
か
否
か
」
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
「
も
の

の
滅
す
る
こ
と
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
ば
し
ば

「
も
ろ
も
ろ
の
も
の
は
滅
す
る
の
で
も
な
く
、
生
ず
る
の
で
も
な
い
ゆ
え
に
、

そ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
中
道
と
呼
ぶ
」

と
い
う
理
解
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
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が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
『
中
論
』
に
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
来
る
こ
と
も
な

く
、
行
く
(
去
る
)
こ
と
も
な
く
、
停
止
し
て
お
れ
ば
中
道
な
の
か
、

と
い
う

疑
問
も
生
ま
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
『
中
論
』

の
述
べ
る
中
道
と
は
そ
の

よ
う
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
有
と
無
の
狭
間
に
あ
る
こ
と
が
中
道
で
あ

行

る
」
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
は
『
中
論
』
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
す
。

帰
敬
備
に
お
い
て

「
生
ず
る
こ
と
な
く
」

「
生
ず
る
こ
と
な
き

と
い
う
語
は

縁
起
」

と
い
う
語
を
修
飾
し
て
い
ま
す
が
、
『
中

と
い
う
よ
う
に

「
縁
起

と

論
』
に
お
い
て

「
生
じ
な
い
」

「
真
理
と
し
て
の
縁
起
が
生
ず
る
」
あ
る
い
は

と
い
っ
た
議
論
は
行
な
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
帰
敬
備
の
中
で

生
じ

な
い
縁
起
」
と
い
わ
れ

「
法
性
(
真
理
)lま

ま
た
後
の
一
八
章
第
七
備
に
は

生
じ
た
も
の
で
も
な
く
減
し
た
も
の
で
も
な
い
」

と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
ま

す
。
し
か
し
、
『
中
論
』
の
各
章
の
論
議
に
お
い
て
、
「
縁
起
が
生
ず
る
」
と
か

「
生
じ
な
い
」
と
い
っ
た
論
議
は
一
箇
所
も
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
に
な
っ
て
い

る
の
は

「
も
ろ
も
ろ
の
も
の
が
生
ず
る
」
と
か

と
い
う
こ
と
で

生
じ
な
い
」

す
。縁

起
と
は
一
般
に
あ
る
も
の

(
U
)
 
に
依
っ
て
生
ず
る

(
X
)が
あ
る
も
の

関
係
を
い
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
関
係
が
法
則
つ
ま
り
真
理
と
し
て
考
え
ら
れ

て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
、
関
係
あ
る
い
は
真
理
が
生
ず
る
と
か
生
じ
な
い
と

い
う
論
議
は
、
少
な
く
と
も
『
中
論
』
で
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
す
。



も
し
も
こ
の
帰
敬
備
の
中
で
作
者
が

「
も
ろ
も
ろ
の
も
の
が
生
じ
も
し
な
い

し
、
減
し
も
し
な
い
こ
と
が
縁
起
で
あ
る
」

と
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
た
な
ら

ば
、
そ
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
え
ま
す
。

し
か
し
、
帰
敬
偶
で

は
そ
の
よ
う
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
『
中
論
』
全
体
で
は
も
ろ
も
ろ
の

も
の
が
生
ず
る
、
あ
る
い
は
滅
す
る
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、

「
も
ろ
も
ろ
の
も
の
が
生
じ
な
い
」
あ
る
い
は

「
減
し

こ
こ
で
は

な
い
」
と
表
現
す
る
こ
と
な
く

「
生
ず
る
こ
と
な
き
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て

「
縁
起
」

「
生
ず
る
こ
と
な
き
縁
起
」
と
述
べ
た
と
い
う
こ
と

を
修
飾
さ
せ
て

は

そ
れ
な
り
の
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

よ
う
す
る
に
『
中
論
』
で
は
、
縁
起
が
滅
す
る
あ
る
い
は
生
じ
な
い
と
い
う

議
論
は
な
く
、
も
の
が
い
か
な
る
も
の
に
も
生
ず
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と

の
論
証
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
実
は

こ
の
問
題
は
す
で
に
三
枝
充
恵
氏

が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
[
三
枝
-
∞
∞
印
一N印
]
。
氏
は
「
縁
起
は
生
じ
な
い

か

「
縁
起
は
生
ず
る
」
と
い
う
命
題
の
無
意
味
さ
を
指
摘
さ
れ
た
上
で
、
「
縁

、
B
S

〆l
 

i
 

p-2'' 

起
は
諸
法
(
も
ろ
も
ろ
の
も
の
)
が
不
生
で
あ
る
」

と
い
う
解
釈
を
提
唱
さ
れ

『中論』一章訳注(立

て
お
り
、

そ
れ
は
、
「
花
は
色
彩
が
赤
い
」

と
い
う
の
と
同
様
で
あ
る
、

と
しユ

わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

わ
た
し
は
、
別
の
観
点
か
ら
こ
の
問
題
の
解
決
を

考
え
よ
う
と
思
い
ま
す
。

こ
の
問
題
に
か
ん
す
る
わ
た
し
の
解
決
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
す

な
わ
ち
、
縁
起
(
℃5
2

苫

E
B
E
Z

己
白
)と
い
う
男
性
名
詞
は

「
〔
あ
る
も

の
X

〕

に
依
っ
て
(
七
5
2

ヨ
)
〔
あ
る
も
の
U

が
〕

生
ず
る
こ
と

(
8
5
E司
釦
己
山
)
」

「
縁
起
」
と
い
う
語
の
他
に

を
意
味
し
ま
す
。

縁

」ー

の

起
生
」
(
官
民
自
苫
∞
印

H
H
E
円
七
山
口
口
白
)

い
わ
ゆ
る
形
容

と
い
う
語
が
あ
り
ま
す
。

詞
で
す
。
す
な
わ
ち

そ
れ
自
体
は
決
ま
っ
た

「
性
」
が
な
く
、
修
飾
す
る
語

の
性
に
従
っ
て
男
性
、
中
性
、

あ
る
い
は
女
性
名
調
の
語
尾
を
採
り
、

「
縁
起

せ
る
も
の
」

を
指
し
ま
す
。
『
中
論
』
帰
敬
備
に
み
ら
れ
る

「
生
じ
な
い
縁

起
」
と
い
う
と
き
の
「
縁
起
」
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
七
5
2
E
-
E
B
E
司
U
己
ω

(
縁
起
す
る
こ
と
)
と
あ
り
ま
す
が
、
意
味
と
し
て
は
℃S
口
守
山S
E
C

号
山
口
口ω

(
縁
起
せ
る
も
の

を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
帰
敬
偏
に
お

け
る

「
生
じ
な
い
縁
起
」
の

「
縁
起
lま

「
縁
起
せ
る
も
の
」
を
も
意
味
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
解
釈
で
す
。
詳
し
く
は
[
立

川
右
宏
一

N
N也
]
を
参
照
し
て
下
さ
い
。

と

「
縁
起
」
(
他
の
も
の
に
依
っ
て
生
ず
る
こ
と

と

「
縁
起
生
」
(
他
に
依
つ

て
生
じ
た
も
の
)

と
の
区
別
が
『
中
論
』
に
お
い
て
は
暖
昧
に
さ
れ
て
い
ま

す
。
仏
教
で
は
も
の
と
こ
と
と
の
は
っ
き
り
と
し
た
区
別
が
な
い
こ
と
が
し
ば

し
ば
あ
る
の
で
す
。
も
の

(
実
体
、
基
体
)
と
こ
と
(
属
性
、
性
質
)
と
の
区

別
が
あ
い
ま
い
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
仏
教
の
み
な
ら
ず
ヒ
ン

ド
ゥ

l

教
の
一
部
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

さ
ら
に
こ
れ
は
イ
ン
ド
哲
学

を
二
分
す
る
ほ
ど
の
大
き
な
問
題
と
も
な
る
の
で
す
。
こ
の
問
題
に
は
こ
こ
で
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は
立
ち
入
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん

(
[
立
川S
S

二

C
C
]
[立川
N
C
C
ω一
怠
]
参



第25号

昭
…
)
。

ま
だ
問
題
が
残
っ
て
い
ま
す
。

人間文化

の
で
な
く
〕
、

そ
れ
は

「
同
一
の
も
の
な
く
〔
同
一
の
も

異
な
る
も
の
な
く
〔
異
な
る
も
の
で
な
く
〕
」
と
い
う
複
合
語

lま

一
つ
の
も
の
で
あ
る
」

が
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
複
合
語
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
縁
起
と
い
う
法
則

と
か

「
異
な
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
議
論
は
無

意
味
で
す
。
『
中
論
』
に
お
い
て

「
一
つ
の
も
の
で
な
い
」
と
か

「
異
な
る
も

と
一
と
い
う
よ
う
な
二
つ
の
も
の

の
で
も
な
ど
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
は

(
項
)
が
一
体
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
別

体
で
あ
る
の
か
、

「
行
く
人
」と
「
行
く
こ

と
い
う
論
議
に
お
い
て
な
の
で
あ
っ
て
、
関
係
あ
る
い
は
法

則
自
体
が
一
体
で
あ
る
か
否
か
、

ま
た

と
い
う
よ
う
な
論
議
は
成
立
し
ま
せ
ん
。

も
ろ
も
ろ
の
も
の
に

一
つ
の
も
の
が
存
す
る
と
か
、
存
し
な
い
と
か

V
」
7
f』

一
体
性
)
が
存
す
る
と
い
え
ば

は
論
議
で
き
ま
せ
ん
。
複
数
の
も
の
に
一
体
で
あ
る
こ
と
(
一
体
の
も
の
た
る

一
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
ゆ
え
、
備
の
中
の

ω
ロ
兵
常
任
。

E
(
一
体
の
も
の
で
な
く
)
lま

体
性
な
く
」
の
意
味
で
あ
る
べ
き
で
す
。
月
称
は
『
中
論
』
注
『
明
ら
か
な
言

を

「
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ

と
、
別
体
性
」

「
異
な
る
も
の
」
(
山
口
央
常
任
。
)

葉
』
の
中
で

と
い
う
意
味
に
と
っ
て
い
ま
す
[
立
川
呂
宏
一

N
N
ω
]
。
帰
敬

備
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
は

起
は
異
な
る
も
の
を
持
た
な
い
」 「

縁
起
に
は
異
な
る
も
の
が
な
い

あ
る
い
は

と
直
訳
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か

し
、
「
縁
起
が
異
な
る
も
の
を
持
た
な
い
」
と
は
こ
こ
で
は
意
味
を
な
し
ま
せ

ん
。
こ
の
場
合
も
「
異
な
る
も
の
を
持
た
な
い
」
で
は
な
く
て
、
異
な
る
も
の
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た
る
こ
と
を
持
た
な
い

つ
ま
り
異
な
る
も
の
で
な
い
と
い
う
意
味
で
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。

イ
ン
ド
の
プ
l

ナ

(
プ
ネ1
)
を
訪
れ
た
際
、
文
法
学
に
詳
し
い
伝
統
的
パ

ン
デ
イ
ツ
ト
で
あ
る
ヴ
ァ

l

マ
ン
シ
ャ
1

ス
ト
リ
・
パ
ガ
ヴ
ア
ツ
ト
師
に
『
中

一
論
』
の
「
同
一
の
も
の
な
く
、
異
な
る
も
の
な
く

と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な

意
味
か
と
尋
ね
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
氏
は
問
題
の
箇
所
は
文
法
的
に
は

体
性
も
な
く
、
別
体
性
も
な
く
」

と
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
答
え
ら
れ
ま
し

た
先
述
の
よ
う
に
、
こ
の
帰
敬
備
は
龍
樹
が
書
い
た
も
の
か
否
か
は
定
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
歴
史
的
に
は
こ
の
備
は
現

存
す
る
も
っ
と
も
古
い
注
釈
書
を
は
じ
め
と
し
て
ほ
と
ん
ど
の
注
釈
書
に
含
ま

れ
て
お
り
、
重
要
な
意
味
を
与
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
特
に
羅
什
訳
を
用
い
て

『
中
論
』
を
考
察
し
て
き
た
中
園
、

日
本
、
韓
国
、

ベ
ト
ナ
ム
の
仏
教
な
ど
に

お
い
て
は
、
帰
敬
備
は
非
常
に
大
切
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

も
の
の
生
じ
な
い
こ
と
に
か
ん
す
る
総
論

縁

『
中
論
』
一
章
第
一
儲
か
ら
読
ん
で
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
・
テ
キ
ス
ト
は
[
号
守
口

m
Z
コ
]
を
用
い
ま
す
が
、
わ
ず
か
な
箇
所

の
訂
正
は
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
(
[
立
川
N
C
C
3参
照
)
。



白
か
ら
も
、
他
か
ら
も
、

両
方
か
ら
も
、
無
因
か
ら
も

ど
こ
に
お
い
て
も
、

い
つ
に
あ
っ
て
も

も
ろ
も
ろ
の
も
の
は
生
じ
な
い
。

こ
の
備
の
内
容
が
『
中
論
』
の
論
議
の
大
前
提
で
す
。
月
称
は
こ
の
一
章
を

注
釈
す
る
た
め
に
、
七
五
頁
(
プ
サ
ン
版
)
を
費
や
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
月

称
が
著
し
た
中
観
派
の
教
義
書
の
『
入
中
論
』
で
も
、

ほ
と
ん
ど
の
内
容
が
こ

の
第
一
備
を
説
明
す
る
の
に
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
月
称
の
思
想
を
重
視
し

た
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
ゲ
ル
ク
派
の
開
祖
ツ
オ
ン
カ
パ
も
『
中
論
』
に
対
す
る
自

身
の
注
の
中
で
こ
の
備
を
大
き
く
扱
っ
て
い
ま
す
。

第
一
備
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
は
、
白
、
他
、
自
と
他
の
両
方
(
共
)
、

お
よ
び
無
因
の
四
つ
の
格
で
す
。
も
ろ
も
ろ
の
も
の
は
白
か
ら
、
他
か
ら
、
両

方
か
ら
、
さ
ら
に
は
無
因
か
ら
も
生
じ
な
い
と
い
う
の
が
第
一
倍
の
骨
子
で
す

、
、
，
，
，
，1

 
1
 
が
、
反
対
論
者
は

実
際
に
も
ろ
も
ろ
の
も
の
が
生
じ
て
い
る
で
は
な
い
か

「中論』 一章訳注(立

世
界
の
現
実
を
見
な
さ
い
」
と
反
論
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
龍
樹
は
も
ろ
も
ろ

の
も
の
が
も
し
生
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、

四
つ
の
場
合
(
格
)
以
外
に
は
な
い
と

主
張
し
ま
す
。
そ
の
四
つ
の
場
合
と
は
、
も
の
が
白
か
ら
生
ず
る
か
、
非
自
す

な
わ
ち
他
か
ら
生
ず
る
か
、
か
の
両
方
(
自
お
よ
び
非
自
)
か
ら
生
ず
る
か
、

自
で
も
な
く
非
自
で
も
な
い
領
域
(
無
因
)
か
ら
生
ず
る
か
の
四
つ
で
す
。
こ

の
よ
う
に
す
べ
て
の
可
能
な
場
合
に
分
け
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
ケ

l

ス
を
否
定
し

て
い
く
と
い
う
の
は
龍
樹
の
論
法
の
特
徴
で
す
。

こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
「
も
ろ
も
ろ
の
も
の
は
生
じ
な
い
」
と
い
う
場
合

の
動
詞
に
か
か
る
否
定
詞
「
1

な
い
」

の
位
置
で
す
。
例
え
ば
、
「
こ
の
犬
は

白
く
な
い
」

と
い
う
と
き
、
英
語
で
は
叶
E
E
品
。m
E
ロ
2
4
〈
E
Z
・
と
な
り
ま

す
。
こ
の
ロ
♀
と
い
う
否
定
詩
は
冨
宅

E
Z

と
い
う
述
部
を
否
定
し
て
い
ま

す
。

一
つ
の
命
題
に
お
け
る
述
部
の
否
定
は
命
題
全
体
の
否
定
と
し
て
機
能
し

ま
す
。
「
も
ろ
も
ろ
の
も
の
は
白
か
ら
生
じ
な
い
」

と
は
、
「
も
ろ
も
ろ
の
も
の

が
白
か
ら
生
情
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
論
理
的
に
は
同
じ
こ
と
で
す
。
し

た
が
っ
て
、

か
の
英
語
の
文
章
は
ロ
宮
口

2
E

忠
告
官
号

m
E
4〈
E
H
?
と
書

き
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
「
白
か
ら
」
「
非
自
か
ら
」
「
自
お
よ
び
非
自
か

ら
」
「
自
で
も
な
く
非
自
で
も
な
い
領
域
か
ら
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
生
ず
る
」

と
い
う
述
語
動
詞
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
す
。
当
然
で
す
が

「
白
か
ら
」
等
は

「
も
ろ
も
ろ
の
も
の
」と
い
う
名
詞
に
か
か
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、
「
非
自
か
ら
生
じ
な
い

を

白
か
ら
生
じ
な
い
こ
と
は
な

い
一
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
「
非
自

「
非
」

「
自
」

lま

の

と
しユ

う
名
辞
の
否
定
で
あ
り
、
「
生
じ
な
い
」

「
な
い
」は
命
題
の
否
定
で
す
。

の

龍
樹
は
名
辞
の
否
定
と
命
題
の
否
定
を
厳
密
に
区
別
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は

『
中
論
』
に
お
け
る
論
議
の
根
本
で
す
。
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こ
こ
で

「
他
」

つ
ま
り
「
自
以
外
の
領
域
」
を
意
味
し
ま

と
は
、
「
非
自
」
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す
。
そ
し
て
こ
の
自
と
他
を
合
わ
せ
れ
ば
す
べ
て
の
ケ

1

ス
が
含
ま
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
自
の
領
域
と
非
自
の
領
域
の
両
方
を
合
わ
せ
た
も
の

共
)
が
第

人間文化

の
格
で
す
。
第
三
格
に
つ
い
て
は
少
し
コ
メ
ン
ト
が
必
要
で
し
ょ
う
。
自
の
領

域
と
非
自
(
他
)

手口

は
た
し
か
に
全
論
議
領
域

の
領
域
を
合
わ
せ
た
も
の

と
な
り
ま
す
が
、
第
三
格
が

「
自
で
あ
り
か
つ
同
時
に
非
自
で
も
あ
る
も
の
」

の
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
は
矛
盾
と
し
て
処
理
さ

れ
て
い
ま
す
[
立
川
]
∞
宏
一
N
白
N
]。
『
中
論
』
お
よ
び
諸
注
に
お
い
て
は
箇
所

に
よ
っ
て
上
述
の
二
つ
の
解
釈
の
い
ず
れ
か
が
選
択
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
っ
と

も
ど
ち
ら
の
意
味
に
取
ら
れ
て
い
た
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
も
あ
り
ま

す
。
「
自
で
も
な
い
、
非
自
で
も
な
い
領
域
」
が
第
四
格
で
す
が
、
実
際
に
は

そ
の
よ
う
な
領
域
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

記
号
と
図
を
用
い
て
四
格
を
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
自
を
ミ
と
す
る

と
、
他
は
口
。
ロ
ー
ミ
に
な
り
、
ミ
と
ロ
。
午
ミ
を
合
わ
せ
る
な
ら
ば
論
議
領
域

の
す
べ
て
に
な
り
、
第
三
格
で
す
。
ミ
と
ロ
。
ロ
』
ミ
の
交
わ
り
は
第
四
格
で
す

カヨ

」
の
領
域
は
ゼ
ロ
で
あ
り
、
つ
ま
り
存
在
し
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
四
つ
の

格
は
以
下
の
四
図
(
図
l

、

a
(
3
d
 
に
よ
っ
て
図
示
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
四
つ
の
ケ

l

ス

(
格
)
に
分
け
る
こ
と
を
伝
統
的
に
は
四
句

(
四
句
分
別
、

四
句
分
別
は
命

チ
ャ
ト
ゥ
シ
ュ
・
コ

l

テ
イ
)
と
い
い
ま
す
。

題
の
中
の

一
つ
の
名
辞
の
指
し
示
す
領
域
(
外
延
)

の
分
割
に
関
わ
る
の
で

あ
っ
て
、
命
題
全
体
の
否
定
と
か
肯
定
に
は
関
係
し
ま
せ
ん
。
す
で
に
述
べ
た

f~ fh 
Tヅ

自の領域

ビザ
他の領域
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a 自と他の合わ
さった領域

眠
、

'、
'、
"、
"、

'、
'、
'、, 

、

「一一一一一一一一一 ーーー一一一一一一一』

ー，

、，

、，

、，

、，

、，

、，

、，

、，

、、『一一ーー'

b 

自、非自、共、無因

という四格への分割

C 

自でもなく、他
でもない領域

図 1 a ""d 

d 

よ
う
に
、

も
ろ
も
ろ
の
も
の
は
白
か
ら
生
ず
る
か
、
非
自
か
ら
生
ず
る
か
、
自

か

お
よ
び
非
自
か
ら
生
ず
る
か
、
無
因
(
自
で
も
な
く
非
自
で
も
な
い
領
域
)

ら
生
ず
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
以
外
の
可
能
性
は
な
い
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
『
中
論
』
の
四
句
分
別
の
第
二
格
は

第
二
格
の

「
他
」

常
に
第
一
格
の
補
集
合
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
こ
こ
の
場
合
の

の
補
集
合
で

す
。

は

「
非
自
」

つ
ま
り
、
第
一
格
の
領
域
(
自
)

で
あ
り
、
第
一
格
で
あ
る

と
第
二
格
の
領
域
(
非
自
)
を
合
わ
せ

龍
樹
は

れ
ば
全
論
議
領
域
が
得
ら
れ
る
の
で
す
。

「
自
」

「
も
の
が
生
ず
る
一
こ
と
の
可
能
な
場
合
を
四
つ
の
ケ
l

ス
に
ま
ず

A 
分
け
、
次
に
そ
の
四
ケ
l

ス
の
そ
れ
ぞ
れ
を
否
定
し
て
い
き
ま
す
。
す
な
わ
ち

か
っ

も
ろ
も
ろ
の
も
の
は
白
か
ら
生
ず
る
こ
と
は
な
く
、



B 

も
ろ
も
ろ
の
も
の
は
他
(
非
自
)

か
っ

か
ら
生
ず
る
こ
と
は
な
く

C 

も
ろ
も
ろ
の
も
の
は
自
お
よ
び
他
の
両
者
か
ら
生
ず
る
こ
と
は
な
く

か
っ

D 

も
ろ
も
ろ
の
も
の
は
自
で
も
な
く
他
で
も
な
い
領
域
か
ら
生
ず
る
こ
と

は
な
い
。

」
こ
で
は
A

か
ら
D

ま
で
の
四
命
題
が

「A
か
つ
B

か
つ
C

か
つ
D

」
と
しユ

う
よ
う
に
連
言
命
題
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
連
言
命

題
と
は

そ
れ
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
命
題
が
真
で
あ
る
と
き

た
だ
そ
の
と

き
に
の
み
真
で
あ
る
命
題
を
い
い
ま
す
。
つ
ま
り

A
か
ら
D

ま
で
の
四
命
題

が
す
べ
て
真
で
あ
る
と
き

た
だ
そ
の
と
き
に
の
み

「A
か
つ
B

か
つ
C

か
っ

D

」
は
真
と
な
り
ま
す

。

も
の
が
白
か
ら
生
ず
る
こ
と
も
な
く
、

か
つ
他
か
ら

生
ず
る
こ
と
も
な
く
、

か
つ
自
お
よ
び
他
の
和
か
ら
生
ず
る
こ
と
も
な
く
、

つ
自
で
も
な
く
他
で
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
よ
う
に

連
言
に
よ
っ
て
主
張
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
は
正
し
い
の
で
す
。

と
い
〉
つ
の

、
h
s
J
zl

 
j
 

は
、
こ
こ
で
は
生
ず
る
も
の
が
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
ど
こ
に

『中論』 一章訳注(立

も
生
ず
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、

A
か
ら
D

ま
で
の
四
命
題
は
す
べ
て
同
時
に
真

と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
龍
樹
の
い
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。

ど
こ
か
ら
で
あ
れ
、

も
の
が
と
も
か
く
も
生
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
連
言
命

題
は
偽
と
な
り
ま
す
。

後
世
、
中
国
の
華
厳
仏
教
は
、
因
は
も
の
を
生
ぜ
し
め
る
作
用
が
あ
る
は
ず

で
あ
り
、
白
か
ら
も
他
か
ら
も
生
じ
な
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
白
か
ら
も
他
か
ら
も
生
じ
な
い
」
(
自
お
よ
び
他
か
ら
生
じ
な
い
)
と
い
う
第

三
格
を
含
む
否
定
命
題
は
論
理
的
可
能
性
か
ら
除
外
し
て
考
え
て
よ
い
と
主
張

し
ま
し
た
[
立
川

5
2
…
N
∞
ニ
。
古
代
の
中
国
で
は
、
と
も
か
く
も
も
の
は

存
在
す
る
の
で
あ
り
、
因
は
も
の
を
生
ぜ
し
め
な
け
れ
ば
因
で
は
な
い
、

も
白
か
ら
生
じ
な
け
れ
ば
非
自
(
他
)
か
ら
生
ず
る
は
ず
だ
と
考
え
ら
れ
た
の

で
す
。

原
則
と
し
て
中
国
人
は
、

も
の
は
存
在
す
る
と
い
う
前
提
で
話
を
し
ま
す
。

一
方
、
彼
ら
は
、
も
の
は
あ
る
よ
う
に
見
え
て
も
壊
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う

こ
と
は
認
め
て
い
ま
す
。
も
の
は
存
在
す
る
が
、

そ
れ
は
壊
れ
て
無
と
な
る
も

の
で
も
あ
る
。
無
と
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

と
も
か
く
目
の
前
に
存
在
し
て

カユ

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

も
の
は
そ
の
も
の
は
無
と
な
る
が
存
在
し
て
お
り
、
存

在
し
て
い
て
も
無
と
な
る
、
と
多
く
の
中
国
人
は
考
え
ま
す

。
こ
の

よ
う
な
矛

盾
的
な
あ
り
方
、
相
反
す
る
こ
面
が
も
ろ
も
ろ
の
も
の
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を

中
道
と
呼
ぶ
傾
向
が
中
国
仏
教
に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
イ
ン
ド
人
は
、
少
な
く
と
も
中
観
派
の
者
た
ち
は
そ
の
よ
う
に
は

考
え
ま
せ
ん
。
も
の
は
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
は
空
性
に
至
っ
た
経
験
の
あ
る
者
が
人
々
の
た
め
に
言
葉
を
用
い
て

「
も
の
ご
と
が
存
す
る
」
と
主
張
し
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
空
性
に
お
い
て
は

真
実
に
は
も
の
は
存
在
し
な
い
の
だ
、

と
中
観
論
者
た
ち
は
考
え
ま
す
。

も
し
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つ
ま
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り
、
彼
等
は
何
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
究
極
的
な
立
場
と
し
て
受
け
入

れ
る
の
で
す
。

一
方
、
中
国
の
人
た
ち
は
そ
の
よ
う
な

「
空
な
る
世
界
」
を
究

人間文化

極
的
な
も
の
と
し
て
は
受
け
入
れ
ま
せ
ん
。
中
国
の
人
び
と
に
と
っ
て
宇
宙
の

根
本
と
い
う
べ
き
元
は
、

あ
っ
て
あ
る
も
の
な
の
で
す
。
世
界
あ
る
い
は
元
が

存
在
し
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
中
国
人
た
ち
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で

す
。
し
か
し
、

イ
ン
ド
の
空
思
想
で
は
も
の
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
、
無
と
な
ら

な
け
れ
ば
真
理
は
得
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

日
本
人
は
幸
か
不
幸
か
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
深
く
考
え
ま
せ
ん
。
も
の
は

あ
っ
て
も
な
く
て
も
い
い
し
、

も
の
が
移
ろ
い
い
く
と
い
う
こ
と
は
美
し
く
て

い
い
で
は
な
い
か

と
い
う
程
度
に
し
か
考
え
ま
せ
ん

と
い
え
ば
い
い
過
ぎ

で
し
ょ
う
か
。

四
種
の
緑
の
総
説

第
二
備
を
見
ま
し
ょ
う
。
羅
什
訳
や
他
の
い
く
つ
か
の
注
釈
書
で
は
、

ド
ゥ
・
ヨ
ン
グ
本
の
第
二
倍
は
第
三
億
と
な
っ
て
お
り
、

ド
ゥ
・
ヨ
ン
グ
本
の

第
三
億
が
第
二
備
に
な
っ
て
い
ま
す

。

わ
れ
わ
れ
は
ド
ゥ
・
ヨ
ン
グ
本
に
従
う

こ
と
に
し
ま
す
。
と
い
う
の
は
、

ド
ゥ
・
ヨ
ン
グ
本
の
第
二
備
は
ア
ビ
ダ
ル
マ

仏
教
の
因
(
縁
)
に
か
ん
す
る
総
説
を
揚
げ
て
お
り
、
龍
樹
は
こ
の
ア
ビ
ダ
ル

マ
説
を
第
三
億
以
降
で
批
判
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
「
縁
」

(
胃
巳
ヨ
ヨ
)
と
い
う
語
は
一
般
に
は
条
件
を
意
味
し
ま
す
が
、
『
中
論
』
で

は
原
因

(
Z
E
)

わ
れ
わ
れ
は
羅
什
訳
に
な
ら
っ
て

を
も
意
味
し
ま
す
。
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「
縁
」
と
い
う
語
を
原
因
を
も
含
む
広
い
意
味
に
用
い
る
こ
と
に
し
ま
す
が
、

場
合
に
よ
っ
て
は

「条
件
」
と
い
う
訳
語
を
も
用
い
る
こ
と

「
因
」
あ
る
い
は

に
し
ま
す
。
そ
の
方
が
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
は
分
か
り
ゃ
す
い
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
す
。

可

-
-
n
/

』

縁
は
四
種
で
あ
る
。

原
因
と
認
識
対
象
と

直
前
の
瞬
間
と
間
接
的
縁
で
あ
る
。

第
五
の
縁
は
な
い
。

羅
什
訳
に
お
け
る
伝
統
的
な
訳
語
も
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
羅
什
訳
で
は
以

下
の
よ
う
で
す
。

因
縁
次
第
縁

縁
縁
増
上
縁

四
縁
生
諸
法
。

更
無
第
五
縁
。

(
『
大
正
蔵
』
三O
巻
、
二
頁
b

、

C 

こ
の
羅
什
訳
で

「
因
縁
」
(
げ
2

己
)
と
あ
る
の
は
一
般
的
な
原
因
の
こ
と
で

す
。
第
二
の
縁
(
図
)

「
縁
縁
」
と
訳

と
し
て
の
認
識
対
象
は
、
羅
什
訳
で
は

さ
れ
て
い
ま
す
。
今
わ
た
し
が
こ
こ
で
本
を
見
て
い
る
と
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の

本
は
わ
た
し
の
認
識
の
対
象
と
い
う
意
味
で
原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ア
ビ
ダ



ル
マ
仏
教
で
は
一
般
に
認
識
対
象
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
認
識
の
縁
(
因
あ
る

し

ょ
え
ん
ね
ん

と
い
う
意
味
で
所
縁
縁
と
い
い
ま
す
。
「
所
縁
」
す
な
わ
ち
縁
ぜ

い
は
条
件
)

ら
れ
る
も
の
と
は
、
認
識
対
象
と
な
る
も
の
の
こ
と
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は

ラ
ト
ヤ
ヤ
」
(
司
E

守
印
可
印
)
と
い
う
語
を

と
訳
し
て
い
ま
す
が

縁

語
は
認
識
、
観
念
を
も
意
味
し
ま
す
。
『
中
論
』
の
今
問
題
と
し
て
い
る
箇
所

で
は
認
識
対
象
の
こ
と
を
「
プ
ラ
ト
ヤ
ヤ
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
認
識
の
こ

と
を
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
こ
と
は
後
世
で
は
一
般
的
で
す
。
そ
も
そ
も

「プ
ラ
ト

ヤ
ヤ

と
は

「
依
り
で
あ
る
も
の
」
を
意
味
し
ま
す
か
ら
、
対
象
に
依
っ
て
あ

る
認
識
も
認
識
に
依
っ
て
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
対
象
も
と
も
に

ラ
ト
ヤ
ヤ
」
と
い
え
ま
す
。

羅
什
訳
で
は
第
三
番
の
縁
を
「
次
第
縁
」
と
訳
し
て
い
ま
す
。
ア
ビ
ダ
ル
マ

と
う
む
け
ん
え
ん

仏
教
で
は
「
等
無
間
縁
」
と
呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は

「
直
前
の
瞬

間
」
と
訳
し
て
い
ま
す
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
み
な
ら
ず
龍
樹
に
と
っ
て
も
、

も
の
は
瞬
間
瞬
間
に
滅
び
、

ま
た
次
の
瞬
間
に
生
じ
て
い
ま
す

。
瞬
間
に
滅
ぶ

、
‘
，
，
ノ

l
 

l
 

'
l
l
 

も
の
は
、
次
の
瞬
間
に
も
の
が
生
ず
る
た
め
の
力
を
渡
し
、
自
ら
は
滅
ん
で
い

『中論』一章訳注(立

き
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
の
瞬
間
は
次
の
瞬
間
の
生
ま
れ
る
縁
(
因
)
と
な
る

と
考
え
ら
れ
ま
す

。

第
四
の
間
接
的
縁
と
は
、
あ
る
も
の
が
生
ず
る
の
に
障
害
と
な
ら
な
い
と
い

う
意
味
で
因
と
な
っ
た
も
の
を
指
し
ま
す
。
例
え
ば
、
わ
た
し
は
今
日
こ
の
大

学
に
来
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
近
の
株
安
は
、
わ
た
し
が
今
日
大
学
に
来
る
こ

と
に
対
し
て
支
障
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
障
害
と
な
ら
な
い

「
プ

と
い
う
理
由
で
縁
あ
る
い
は
条
件
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で

す
。
こ
れ
は
増
上
縁
と
呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
四
つ
以
外
の
縁
は
あ

の

り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
縁
(
因

お
よ
び
条
件
)
で
す
。
こ
れ
ら
の
四
種
の
縁
は
、
龍
樹
後
百
五
十
年
あ
る
い
は

二
百
年
後
に
成
立
し
た
『
倶
舎
論
』
の
中
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
龍
樹
が

ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
ど
の
テ
キ
ス
ト
を
見
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ

ん

「
プ

次
に
龍
樹
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
考
え
る
四
種
の
縁
の
す
べ
て
を
順
に
否
定

し
て
い
き
ま
す
。
『
中
論
』
の
中
で
は
バ
ラ
モ
ン
哲
学
学
派
で
あ
る
ニ
ヤ

l

ヤ

学
派
や

、

ヴ
ァ
イ
シ
ェ

1

シ
カ
学
派
に
対
す
る
批
判
も
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な

い
の
で
す
が
、
主
要
な
論
争
相
手
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
で
す
。

第
三
億
を
見
ま
し
ょ
う
。

1
1

・

q
d

も
ろ
も
ろ
の
も
の
の
自
体
は

縁
等
に
は
見
ら
れ
な
い
。

自
体
が
見
ら
れ
な
い
と
き

他
体
は
見
ら
れ
な
い
。

「
縁
等
」と
は
、
第
二
億
で
述
べ
ら
れ
た
四
種
の
縁
を
指
し
て

い
ま
す
。
「
縁

等
に
は
見
ら
れ
な
い
」

と
備
に
述
べ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の
縁
等
が
す
で
に
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前
備
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
べ
き
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
侮
は
先
ほ

ど
見
た
二
倍
の
後
に
来
る
べ
き
も
の
で
す
。
し
か
し
、
先
述
の
よ
う
に
、
羅
什

人間文化

訳
で
は
、
今
わ
れ
わ
れ
が
読
ん
だ
二
億
と
次
の
三
備
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
ま

す
。
ド
ゥ
・
ヨ
ン
グ
版
の
備
の
順
序
が
正
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

」
の
第
三
倍
で
は

「
ス
ヴ
ァ
パ
1

ヴ
ァ
」
(
∞
〈ωσ
F雪
印
)
と
い
う
言
葉
が
問

題
と
な
り
ま
す
。
通
常
、
こ
の
語
は

「自
性
」
と
訳
さ
れ
ま
す
が
こ
こ
で
は

「自
体
」
と
訳
し
た
方
が
良
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
第
三
i

四
句
に

「自
体
が
見

ら
れ
な
い
と
き
、
他
体
は
見
ら
れ
な
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
自
体
と
他
体

は
補
集
合
的
関
係
に
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
体
と
他
体
を
合
わ
せ
る
な
ら
ば

論
議
領
域
の
す
べ
て
が
得
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
ゆ
え
、

「ス
ヴ
ァ
パ
l

ヴ
ア
」

は
特
定
の
性
質
(
特
性
)
と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
自
体
あ
る
い
は
そ
れ
自

身
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

も
し
も

「ス
ヴ
ァ
バ
l

ヴ
ア
」
が
水
の
湿
性
の
よ
う
に
特
性
、
つ
ま
り
水
の

み
に
見
ら
れ
る
性
質
で
あ
れ
ば
、
こ
の
性
質
の
他
に
水
に
は
流
動
性
、
重
さ
な

ど
の
諸
性
質
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
特
性
と
し
て
の

「
自
性
」と
そ
れ
以

外
の
も
の
と
し
て
の

「
他
性
」
(
他
体
)
が
補
集
合
的
関
係
に
あ
る
と
龍
樹
が

述
べ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、

「他
性
」

そ
の
場
合
の

湿
性
を
除
い
た
水
の
諸
性
質
と
そ
れ
ら
を
有
す
る
基
体
と
し
て
の
水
、
さ
〉
り
に

は
そ
れ
ら
以
外
の
宇
宙
の
中
の
す
べ

て

の
も
の
の
集
合
を
指
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
(
図
2

参
照
)
。
し
か
し

、

そ
の
よ
う
に
考
え
る
よ

り
も
、
水
自
体 と

水以外のもの水

図 2 自性(特性)と自性以外のもの

u自性J (スヴァパーヴァ)が特性を意味するならば、

非自性としての I他j は、水の特性以外の諸性質、水と

いう基体、水以外の基体とそれらが有する諸性質をすべ

て合わせたものとなる。)

一切

水以外のもの
(他体)

水
(自体)
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図 3 自体と他体

(自体と他体の和は論議領域の一切である。)

と
水
以
外
の
も
の
と
の
両
者
を
龍
樹
が
考
え
て
い
る
と
し
た
方
が
無
理
が
な
い

は

と
思
わ
れ
ま
す
(
図

3
)。

「他
体
は
見
ら
れ
な
い

」
と
は
、
他
体
は
他
体
に

『
中
論
』

と
っ
て
自
体
で
あ
る
か
ら
で
す
。

1
1

・
』

斗

一
章
の
第
四
億
は
次
の
よ
う
で
す
。

作
用
は
縁
を
有
す
る
も
の
で
も
な
く



作
用
は
非
縁
を
有
す
る
も
の
で
も
な
い
。

縁
は
非
作
用
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く

作
用
を
有
す
る
も
の
で
も
な
い

。

龍
樹
は
備
前
半
で
は

「
作
用
は

い
か
な
る
縁
を
有
し
な
い
」
、
後
半
で
は

「
縁
は

い
か
な
る
作
用
を
も
有
し
な
い
」

と
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

そ
の
際
、
前
半
で
は
縁
を

「
縁
」
と
「
非
縁
」と
に
分
け
、
後
半
で
は
作
用
を

「
作
用
」
と
「
非
作
用
」
と
に
分
け
て
い
ま
す

。

こ
の
よ
う
に
す
べ
て
の
縁
を

「
縁
」
と
「
非
縁
」
に
、
あ
る
い
は
作
用
を

「
作
用
」

「
非
作
用
」
に
分
け

と

る
方
法
は
『
中
論
』

の
論
法
で
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
ま
す
。

」
こ
に
い
予
つ

「
縁
」

「
非
縁
」と
は
す
べ
て
の
縁
と
縁
以
外
の
も
の
と
い
う
意
味
で
は
な

と

く
、
す
べ
て
の
縁
を
分
割
し
た
結
果
で
あ
る

「
縁
」は
実
在
の
縁
つ
ま
り
存
在

が
確
立
し
て
い
る
縁
を
意
味
し
、
「
非
縁
」

と
は
そ
の
存
在
の
影
す
ら
な
い

ま
っ
た
く
の
非
存
在
の
縁
の
こ
と
で
す

。

こ
こ
で
龍
樹
は
縁
と
い
う
論
議
領
域

を
補
集
合
的
に
二
分
し
て
い
る
の
で
す
。
同
様
に
、
作
用
が
分
割
さ
れ
た
結
果

、
.
，
ノ

-l
 

'EEEE

,, 

「
作
用
」は
そ
の
存
在
が
確
立
し
て
い
る
作
用
を
い
い

「
非
作
用
」

で
あ
る

『中論」 一章訳注(立

と
は
作
用
の
存
在
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
作
用
を
意
味
し
ま
す

。

つ
ま
り

「
縁
」
の
場
合
と
同
様
に
、
作
用
が
実
在
す
る
作
用
と
非
実
在
の
作
用
に
分
け

ら
れ
て
い
る
の
で
す

。

「
非
縁
」
(
告gq
ミ
ω
)
と
い
う
語
が
縁
以
外
の
す
べ
て
の
も
の
を
指
す
と

考
え
る
こ
と
は
一
般
に
は
可
能
で
す
。
そ
の
場
合
に
は
論
議
領
域
は
宇
宙
と
考

え
ら
れ
ま
す

。

つ
ま
り
、
縁
と
非
縁
は
宇
宙
(
す
べ
て
の
も
の
)
を
補
集
合
的

に
分
割
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
論
理
的
に
可
能
で
す

。

し
た
が
っ

て
、
「
縁
以
外
の
す
べ
て
の
も
の
」
と
い
う
と
き
に
は
、
例
え
ば
猫
と
か
犬
さ

ら
に
は
飛
行
機
な
ど
、
宇
宙
に
お
け
る

「
縁
」
以
外
の
す
べ
て
の
も
の
が
含
ま

れ
ま
す

。

く
り
返
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
論
議
領
域
が
一
切
す
な
わ
ち
宇
宙
で
あ

る
場
合
で
す

。

し
か
し
、
『
中
論
』
の
議
論
に
あ
っ
て
論
議
領
域
は

二
切
あ

る
い
は
宇
宙
」
で
は
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す

。

例
え
ば
、
今
の
論
議
で
は
一

切
宇
宙
が
論
議
領
域
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
縁
が
論
議
領

域
と
な
っ
て
い
ま
す
。

猫
や
犬
は
縁
以
外
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
は
な
い
か
と
考
え
る
人
が
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん

。

し
か
し
、

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん

。

縁
と
い
う

論
議
領
域

の
中
に
猫
や
犬
が
入
る
場
合
も
あ
り
、

そ
の
論
議
領
域
の
外
に
出
る
場
合
も
あ

り
ま
す

。

論
議
の
中
で
、
猫
や
犬
が
論
議
の
中
で
縁
と
し
て
考
え

ら

れ
て
お
れ

ば
、
そ
れ
ら
は
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
る
縁
と
し
て
扱
わ
れ
る
で
し
ょ
う

し
、
そ
の
論
議
の
中
で
縁
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
な
け
れ

ば
、
そ
の
猫
や
犬
は
縁
以
外
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。

第
二
句
の
「
作
用
は
非
縁
を
有
す
る
も
の
で
も
な
い
」
が
『
中
論
』
の
論
議

を
分
か
り
に
く
く
し
て
い
ま
す

。

こ
の
命
題
の
理
解
の
た
め
に
は
二
重
否
定
の

働
き
を
知
る
必
要
が
あ
り
ま
す

。

」
の
第
二
句
の
文
章
は

「
作
用
は
縁
を
有
す
る
」
を
意
味
し
ま
せ
ん
。
例
え
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ば
「
わ
た
し
は
入
場
券
を
持
っ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
と

入
場

券
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

。

も
っ
と
も
、
日
本
語
の
み
な

人間文化

ら
ず
言
語
一
般
に
お
い
て
二
重
否
定
が
必
ず
肯
定
を
意
味
す
る
と
は
か

、

ぎ
り
ま

せ
ん
。
「
わ
た
し
に
お
金
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
」

lま

「
わ
た
し
に
は
お
金
が

あ
る
」
と
い
う
意
味
に
は
な
り
ま
せ
ん

。

つ
ま
り
「
お
金
が
な
い
」
と

「
お
金

が
あ
る
」
と
の
中
間
を

「
お
金
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
っ

て
い
る
の
で

す
。
つ
ま
り
、
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
し
、

た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
も

な
い
と
い
う
中
間
状
態
を
二
重
否
定
で
表
わ
す
場
合
が
あ
る
の
で
す

。

し
か
し
、
『
中
論
』
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
中
間
状
態
を
示
す
よ
う
な
二
重

否
定
は
用
い
ら
れ
て
い
ま
せ
ん

。

さ
ら
に
『
中
論
』
に
お
け
る
空
と
は
、
生

、

ず

る
の
で
も
な
い
、
減
す
る
の
で
も
な
い

、

た
だ
'存
続
は
す
る
と
い
う
よ

う

な
中

間
的
な
第
三
の
立
場
を
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

。

空
と
は
そ
の

よ
う
な
中
間
的
状
況
で
は
な
い
の
で
す

。

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
は

「
縁
を
有
す
る
も
の
」
(
官
。
弓
ミ
午
〈
包
)
あ
る

しユ

は

「
非
縁
を
有
す
る
も
の
」
(
8
5
qミ
午

g
H
)
と
い
う
複
合
語
を
ど
の
よ

う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
関
係
し
ま
す

。

8
5
q
h凶
苫
〈
町
民
(
非
縁
を
有

す
る
も
の
)
の
語
頭
の
否
定
辞
午
は
〈
虫
(
持
つ
も
の
)

に
は
か
か
り
ま
せ

ん

つ
ま
り
、

」
の
ω

ー
と
い
う
否
定
詞
は
官
巳
ヨ
ヨ
〈
巳
(
縁
を
有
す
る
も

の
)
全
体
に
か
か
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す

。

も
し
中
と
い
う
否
定
詞
が
「
縁

を
有
す
る
も
の
」
(
七gq
a
ω
g
円
)と
い
う
語
全
体
に
か
か
る
な
ら
ば
、

を
有
し
な
い
も
の
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
「
非
縁
を
有
す
る
も
の
」

と
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い
う
意
味
に
は
な
り
ま
せ
ん

。

世
界
あ
る
い
は
一
切
を
、
縁
を
持
つ
も
の

(
有

縁
)
と
縁
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
も
の

(
非
有
縁
)と
に
分
割
す
る
こ
と
は
論

理
的
に
は
可
能
で
す
が
、
『
中
論
』

の
こ
の
備
に
お
け
る
論
議
に
お
い
て
、
。
『

と
い
う
否
定
詞
は
七s
q
m
q
ω〈
包
全
体
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
の

語
の
部
分
で
あ
る
匂g
q
h
q。
の
み
を
否
定
し
て
い
る
の
で
す

。

「
縁
」
(
司gq
a
ω
)と
い

う
語
の
意
味
す
る
論
議
領
域
全
体
が

縁

(
同
)
g
q
ω吉
凶
)と
非
縁

(
8
3
q
a
ω
)に
分
け
て
ら
れ
て
い
ま
す

。

す
で
に

分
割
を
受
け
た
「
縁
」
(
官
巴
ヨ
ヨ
)は
実
在
の
縁
(
寸
町
宮
中
間
)
g
q
ミ

ω
)
を

意
味
し
、

「
非
縁
」
(
8
5弓
ミ
ω
)
は
非
実
在
の
縁
(
与

F
E
E
t
H
)
g
q
a
ω
)

を
意
味
し
ま
す

。

す
な
わ
ち

、

分
割
さ
れ
る
前
の
甘E
q
m
q
ωと
分
割
さ
れ
た

後
の
甘
E
q
ω
苫
は
指
し
示
し
て
い
る
領
域
が
異
な
る
の
で
す

。

こ
の
よ
う

な

操
作
は
『
中
論
』
で
は
ほ
と
ん
ど
の
章
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
ま
す

。

わ
れ
わ
れ
は
山
℃E
守
印
可
。
を
「
非
縁
」

し

と
訳
す
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う

。

か
し

、

こ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
宇
宙
の
中
で
縁
で
は
な
い
す
べ
て
の

も
の
」
を
意
味
し
ま
せ
ん

。

第
二
句
で
は
縁
を
論
議
領
域
に
し
た
上
で

、

実

在
す
る
縁
」
と

「
実
在
し
な
い
縁
」
と
の
二
者
に
補
集
合
的
に
分
割
さ
れ
て
い

ま
す

。
第
二
句
の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
の
準
備
が
終
わ
り
ま
し
た
の
で
、
再
度
、

縁

見
て
み
ま
し
ょ
う
。
第
二
句
を

「
作
用
は
非
縁
を
有
す
る
も
の
で
も
な
い
」
と



い
う
第
二
句
に
お
け
る

「
非
縁
を
有
す
る
も
の
」
と
い
う
表
現
を
「
縁
を
有
し

な
い
も
の
」

の
意
味
に
と
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
句
は

「
作
用
は
縁
を
有
し
な
い
も
の
で
も
な
い
」
を
意
味
し
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、

第
二
句
を

「
縁
を
有
し
な
い
も
の
で
は
な
い
」
と
書
き
か
え
て
、
「
縁
を
有
す

る
」
の
意
味
に
と
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
二
重
否
定
が
こ
こ

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

第
四
備
前
半
で
は
、
作
用
に
縁
が
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
り
ま
し
た
。

後
半
で
は
、
前
半
と
同
様
の
方
法
に
よ
っ
て
、
縁
に
作
用
が
あ
る
か
な
い
か
が

問
題
に
な
り
ま
す
。
も
し
縁
に
作
用
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
作
用
は

「
実
在
の

作
用
で
あ
る
か
」

「
非
実
在
の
作
用
で
あ
る
か
」
に
分
け
ら
れ
ま

あ
る
い
は

す
。
次
い
で

「
非
実
在
の
作
用
が
あ
る
こ
と
は
な
く
、
実
在
の
作
用
が
あ
る
こ

と
も
な
い
」
と
作
用
の
存
在
が
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
五
備
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
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こ
れ
ら
に
依
っ
て
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
と
き

『中論』 一章訳注(立

そ
れ
ら
は
縁
と
い
わ
れ
る
。

そ
れ
ら
が
ま
だ
生
じ
な
い
と
き
に
は

ど
う
し
て
非
縁
で
は
な
い
の
か
。

こ
こ
で
は
、

い
ろ
い
ろ
な
も
の
に
依
っ
て
何
も
の
か
が
生
じ
た
と
き
、
そ
の

依
ら
れ
た
方
の
も
の
は
縁
と
呼
ば
れ
る
の
で
す
が
、
ま
だ
何
も
の
も
生
じ
て
い

な
い
と
き
、
実
在
の
縁
は
存
在
し
な
い
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
備
で

lま

「
何
も
の
も
生
じ
て
い
な
い
と
き
」
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
の

が
生
じ
た
と
き
に
縁
(
因
)
が
な
い
こ
と
は
、
第
六
備
な
ど
他
の
と
こ
ろ
で
説

明
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
ど
う
し
て
非
縁
で
は
な
い
の
か
」

lま

「
非
縁
で
あ
る
」

と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
「
非
縁
」

「
非
」
は

縁

の

以
外
の
も
の
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
縁
を
実
在
の
も
の
と
非
実
在
の
も
の

に
分
け
た
上
で
、
後
者
の

「
非
実
在
」
の
側
面
を
指
し
て
い
ま
す
。

第
六
億
に
進
み
ま
し
ょ
う
。

1
l

・
円
。

存
す
る
も
の
に
も
存
し
な
い
も
の
に
も

縁
は
あ
り
得
な
い
。

ど
の
よ
う
な
存
し
な
い
も
の
に
縁
が
あ
ろ
う
か
。

ま
た
存
す
る
も
の
に
と
っ
て
縁
は
何
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

備
前
半
は

「
存
す
る
も
の
に
も
縁
は
な
く
、
存
し
な
い
も
の
に
も
縁
は
な

い
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
龍
樹
は

「
存
在
に
縁
の
な
い
こ
と
」
を
説
明
す
る
た

め
に
、

も
の
は
存
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
存
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
、

い
ず
れ

か
で
あ
る
と
補
集
合
的
に
分
け
た
上
で
、

ま
ず
「
存
す
る
も
の
に
縁
は
な
い
」

と
い
い
ま
す
。
次
に
「
存
し
な
い
も
の
に
も
縁
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
彼
は

「
い
か
な
る
も
の
に
も
縁
は
な
い
」
と
結
論
づ
け
る
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第
三
句
は

「
存
し
な
い
も
の
に
縁
は
な
い
こ
と
」

の
理
由
を
挙
げ
て
い
ま

す
。
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
存
し
な
い
も
の
に
は
縁
は
あ
り
得
な
い
と
い

人間文化

う
の
で
す
。
第
四
句
は
、
今
す
で
に
存
在
し
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
は
縁
は
不

要
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
も
の
を
「
す
で
に
存
在
し
て
い
る
も
の
」

と

ま
だ

と
に
分
け
て
考
え
た
場
合
、

す
で
に
存
在
し
て
い
る

存
在
し
て
い
な
い
も
の
」

も
の
は
存
在
を
確
立
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
縁
は
不
必
要
で
あ

り
、
今
存
在
し
て
い
な
い
も
の
に
と
っ
て
は

い
ま
だ
縁
は
働
く
余
地
が
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
縁
は
存
在
し
な
い
」
と
龍
樹
は
い
う
の
で
す
。

第
二
偏
か
ら
第
六
偏
ま
で
は
縁
一
般
の
否
定
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た

。

第
七

儲
か
ら
第
一
O
偶
ま
で
は
第
二
備
に
ま
と
め
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
四
縁
(
因
と

条
件
)
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
を
否
定
し
て
い
ま
す
。

四

第
一
の
縁
の
否
定

第
七
侮
は
次
の
よ
う
で
す
。

1
1

・

7
I

存
す
る
も
の
に
も
存
し
な
い
も
の
に
も
存
し
か
っ
存
し
な
い
も
の
に
も

ま
だ
も
の
あ
る
い
は
こ
と

(
法
)
が
生
じ
て
い
な
い
と
き

」
の
よ
う
な
と
き
に
は
ど
の
よ
う
に
し
て

も
の
を
生
ぜ
し
め
る
原
因
が
あ
り
え
ょ
う
か
。

「
法
」
(
ダ
ル
マ
)は
日
本
語
の
も
の
も
こ
と
も
意
味
し
ま
す
。
例
え
ば
、
種

子
に
芽
が
生
れ
る
と
き
に
は
も
の
が
生
れ
る
場
合
で
あ
り
、

も
の
に
変
化
が
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生
れ
る
と
き
」

は
こ
と
が
生
れ
る
場
合
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、

四
縁
の
う
ち
、
第
一
の
縁
、
す
な
わ
ち
原
因
を
否
定
し
て
い
ま

す
が

「
存
す
る
も
の
」

「
存
し
な
い
も
の
」
と
「
存
し
か
っ
存
し

も
の
を

と

な
い
も
の
」
と
い
う
三
つ
の
格
に
分
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
四
句
分
別
の
初
め

の
三
句
(
三
格
)
で
す
。
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
三
つ
の
ケ

1

ス
が
可
能
な
す
べ

て
の
ケ
l

ス
を
覆
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
の

(
法
)
が
ま
だ
生

じ
て
い
な
い
と
き
に
は
、

そ
の
も
の
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
す
か
ら
因
と
し

て
機
能
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
因
は
も
の
を
生
ぜ
し
め
る
た
め
の
も
の
で

あ
り
、

ま
だ
生
じ
て
い
な
い
と
き
に
は
も
の
は
因
と
し
て
働
く
こ
と
は
な
い
の

で
す
。

「
存
し
か
っ
存
し
な
い
」
と
い
う
第
三
格
は

こ
こ
で
は

「
存
す
る
も
の
の

領
域
と
存
し
な
い
も
の
の
領
域
と
の
和
」

で
は
な
く
、
矛
盾
を
意
味
し
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
存
し
か
っ
存
し
な
い
も
の
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
矛
盾
の
ケ
l

ス
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
龍
樹
も
第
三
格
が
矛
盾
で
あ
る
ゆ
え

に
、
そ
れ
以
上
の
考
察
は
不
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
註
釈

家
た
ち
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

一
章
第
一
億
の
第
三
格
の
場

合
は

と
解
釈
し
て
考
察
を
す
す
め
ま
し
た
。
こ
れ
を
自
で

「
自
と
他
の
和
」

あ
り
か
つ
同
時
に
他
で
あ
る
も
の
と
取
る
な
ら
ば
、
矛
盾
で
す
。
そ
の
よ
う
に

取
っ
た
場
合
で
も
龍
樹
の
論
議
に
と
っ
て
も
不
都
合
は
起
き
ま
せ
ん
。

つ
ま



り
、
す
べ
て
の
ケ

1

ス
が
結
局
は
否
定
さ
れ
る
の
で
す
か
ら

。

龍
樹
の
こ
の
主
張
に
対
し
て
、
反
対
論
者
は
「
今
、
も
の
が
生
じ
て
い
な
い

と
し
て
も
、

そ
の
も
の
が
生
ず
る
た
め
に
潜
在
的
に
因
が
存
在
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
生
じ
て
い
な
い
も
の
に
因
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
ま
だ
生
じ
て
い
な

い
か
ら
こ
そ
因
が
働
い
て
も
の
が
未
来
に
生
ず
る
の
で
あ
る
」

と
反
論
し
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
反
論
に
対
し
て
す
で
に
龍
樹
は
第
五
備
に
お
い
て
、
も
の
が

生
じ
て
い
な
い
時
に
は
、
縁
は
非
縁
で
あ
る

つ
ま
り
、
縁
と
し
て
の
作
用
を

持
っ
て
い
な
い

と
窓
口
え
て
い
ま
し
た

。

五

第
二
の
縁
の
否
定

第
八
偏
に
進
み
ま
す
。
こ
の
備
は
第
二
の
縁
、

つ
ま
り
認
識
対
象
と
い
う
条

件
の
存
在
を
否
定
し
て
い
ま
す
。
す
で
に
述
べ
た
よ

う

に
、
こ
こ
で
は
認
識
に

と
っ
て
対
象
は
条
件
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す

。
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認
識
対
象
を
必
要
と
し
な
い
と
い
わ
れ
る

。

も
し
も
あ
る
も
の
が
認
識
対
象
を
有
し
な
い
な
ら
ば

ど
こ
に
認
識
対
象
が
あ
る
の
か

。

ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
で
は
認
識
対
象
が
縁
あ
る
い
は
条
件
と
な
っ

て
認
識
が
生

ず
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
説
に
対
す
る
龍
樹
の
批
判
が
第
八
備
で

す
。

第
一
句
に
「
す
で
に
存
し
て
い
る
も
の
」
と
あ
り
ま
す
が
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
こ
れ
は
龍
樹
自
身
が
認
め
て
い
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん

。

第
八
備
前

半
は
龍
樹
自
身
の
考
え
で
は
な
く
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
説
を
逆
手
に
取
り
、

「
あ
な
た
の
教
説
で
は
こ
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
」
と
龍
樹
が
述
べ
て
い
る

の
で
す

。

「
す
で
に
存
し
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
認
識
は
認
識
対
象
を
必
要

と
し
な
い
」

と
反
論
者
は
い
う
の
で
す
が
、
龍
樹
は
そ
れ
を
受
け
て
、
も
し
、

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
も
う
認
識
対
象
と
い
う
縁
は
不
必
要
と
な
る

、

と
龍
樹

は
い
う
の
で
す

。

...1.. 

ノ、

第
三
の
縁
の
否
定

九
備
に
進
み
ま
し
ょ
う

。

こ
れ
は
第
三
の
縁
(
因
)
の
否
定
で
す

。
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も
ろ
も
ろ
の
も
の
が
生
じ
な
い
と
き
に
は

滅
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い

。

そ
れ
ゆ
え
、
直
前
の
瞬
間
の
存
在
は
あ
り
得
な
い

。

減
し
て
し
ま
っ
た
と
き
に
ど
の
よ
う
な
縁
が
あ
ろ
う
か

。

第
九
備
で
は
第
八
億
の
場
合
と
同
様
の
論
法
が
用
い
ら
れ
て

い
ま
す

。

「
も

ろ
も
ろ
の
も
の
が
生
じ
な
い
と
き
に
は
、
滅
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」
と
い

う
こ
と
は
、
生
じ
て
い
な
い
も
の
に
滅
す
る
こ
と
は
な
い
、

と
い
う
意
味
で

す
。

滅
す
る
た
め
に
は
ま
ず
生
ず
る
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
と
考
え
ら
れ
て
い
る
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の
で
す
。
「
も
ろ
も
ろ
の
も
の
が
生
じ
な
い
と
き
に
は
」

は
、
こ
の
場
合
「
も

ろ
も
ろ
の
も
の
が
生
じ
て
い
な
い
か
ら
」
と
訳
す
こ
と
も
で
き
ま
す

。

人間文化

第
八
億
に
お
い
て

と
述
べ
て
い
る
の
で
、
第

す
で
に
存
し
て
い
る
も
の
」

九
偏
で
は

「
生
じ
な
い
と
き
に
は
」
と
述
べ
た
の
で
し
ょ
う
。
第
八
侮
は
第

の
縁
の
存
在
を
否
定
し
、
第
九
億
は
第
三
の
縁
の
存
在
を
否
定
し
て
い
ま
す
。

第
八
備
で

「
す
で
に
存
し
て
い
る
も
の
」
と
述
べ
、
第
九
億
で
生
じ
て
い
な
い

も
の
つ
ま
り
、
存
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の

二
備
で
現
在
の
因
と
過
去
の
因
の
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
ま
す
。
少
な

く
と
も
反
論
者
に
そ
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
よ
う
に
龍
樹
は
考
え
た
の
で

し
ょ

P
つ
。

ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
で
は
、
も
の
が
瞬
間
ご
と
に
生
ま
れ
そ
し
て
滅
ん
で
い
る

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
直
前
の
瞬
間
は
、
次
の
瞬
間
の
生
じ

る
条
件
、
つ
ま
り
第
三
の
縁
と
考
え
ら
れ
ま
す

。

龍
樹
は
減
し
た
も
の
は
す
で

に
存
在
し
な
い
の
で
す
か
ら
、
直
前
の
瞬
間
(
等
無
間
縁
)

は
な
い
と
主
張
し

ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
第
四
句
に
お
い
て

「
滅
し
て
し
ま
っ
た
と
き
に
ど
の
よ

う
な
縁
が
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す

。

龍
樹
は
傷
前
半
で
は
も
の
が

生
じ
て
い
な
い
と
き
に
は
滅
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
一
方
で
、
後
半
で
は
滅

し
て
し
ま
っ
た
と
き
に
は
ど
の
よ
う
な
縁
が
あ
る
か
と
述
べ
て
い
る
の
で
す

。

第
九
備
で
は
第
二
句
と
第
四
句
が
対
に
な
っ
て
い
ま
す

。

「
滅
す
る
こ
と
は

あ
り
得
な
い
」
と
第
二
句
で
述
べ
、
も
し
も
減
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
と
しユ

う
場
合
に
か
ん
し
て
は
第
四
句
で
言
及
し
て
い
ま
す

。

も
し
も
「
滅
す
る
こ
と
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は
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
反
対
論
者
が
問
う
た
と
き
に
は
、
龍
樹
は

「
で
は

減
し
て
し
ま
っ
た
と
き
に
そ
れ
は
考
え
よ
う
」
と
答
え
る
、

し
か
し
、
も
の
が

滅
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
場
合
に
は

「
縁
は
な
い
」
と
答
え
て
い
ま
す

。

こ
こ

で
は

も
の
は
滅
す
る
こ
と
は
な
い
」
と

「
滅
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
縁
は

な
い
」
と
い
う

こ
つ
の
場
面
を
提
示
し
て
い
ま
す

。

よ
う
す
る
に
、
も
の
が
減

す
る
こ
と
は
な
い
ゆ
え
に
第
三
の
縁
は
な
く
、
減
し
て
し
ま
っ
た
場
合
で
も
そ

の
縁
は
す
で
に
な
い
と
龍
樹
は
主
張
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
備
で
も
龍
樹
は
あ
る
種
の
補
集
合
的
分
割
を
行
な
っ

て
い
ま
す

。

つ
ま

り

「
滅
す
る
こ
と
は
な
い
場
合
」

「
も
し
も
減
し
て
し
ま
っ
た
と
き
」
J¥ 

と

の
分
割
で
す

。

『
中
論
』
の
サ
ン
ス
ク
リ

ッ

ト
・
テ
キ
ス
ト
は
八
音
節
か

ら

成
る
パ
l

ダ

(
句
)
四
つ
か
ら
構
成
さ
れ
た
シ
ュ
ロ

l

カ
と
呼
ば
れ
る
韻
文
に
よ

っ

て
著
さ

れ
て
い
ま
す

。

こ
の
形
式
は
『
マ
ハ
1

パ
1

ラ
タ
』
や
『
ラ
l

マ
1

ヤ
ナ
』
な

ど
の
叙
事
詩
の
ほ
と
ん
ど
の
部
分
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
ヴ
ェ
ー
ダ
文
献
を

除
く
イ
ン
ド
の
古
典
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
献
で
は
こ
の
シ
ュ
ロ

l

カ
形
式
が
最

も
重
要
で
あ
り

一
般
的
な
も
の
で
す

。

一
つ
の
シ
ュ
ロ
1

カ
に
含
ま
れ
る
四

句
が
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
ま
っ
た
意
味
を
持
っ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
す

。

と

き
に
は
、
第
四
句
か
ら
第
一
句
の
方
に
戻
ら
な
い
と
意
味
が
分
か
ら
な
い
と
い

う
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
順
に
読
み
進
め
て
意
味
が
通
ず
る
場
合
が
多
い
の
で



す
。
し
た
が
っ
て

シ
ュ
ロ
1

カ
で
著
わ
さ
れ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
テ
キ
ス

ト
を
読
む
場
合
に
は

一
つ
一
つ
の
句
で
お
お
よ
そ
の
ま
と
ま
っ
た
意
味
を
理

解
し
、
前
か
ら
順
に
訳
し
て
い
く
と
い
う
方
法
が
試
み
ら
れ
る
べ
き
で
す
。
こ

こ
で
も
『
中
論
』
の
テ
キ
ス
ト
の
各
句
を
で
き
る
か
ぎ
り
そ
の
ま
ま
四
行
に
訳

す
よ
う
に
心
が
け
る
こ
と
に
し
ま
す
。
特
に
『
中
論
』
の
場
合
に
は
、
論
議
の

運
び
が
厳
密
で
あ
り
、
龍
樹
は
シ
ュ
ロ
l

カ
を
構
成
す
る
四
つ
の
句
の
順
番
を

重
視
し
て
述
べ
て
い
ま
す
。

七

第
四
の
縁
の
否
定

そ
れ
で
は
、
第
一
O
備
に
進
み
ま
し
ょ
う
。

10 

無
自
体
で
あ
る
も
ろ
も
ろ
の
も
の
に

存
在
性
は
な
い
ゆ
え
に

あ
れ
が
あ
れ
ば
こ
れ
が
あ
る

、
、
，
，
JI

 
!
 

と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

r中論」一章訳注(立

第
一
O
僑
は
、
第
四
の
縁
を
否
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
備
の

意
味
は
、
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
で
す
。
も
ろ
も
ろ
の
も
の
は
自
体(
ωぐω
σケ
釦
〈
印
、

自
性
)
を
欠
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
自
体
な
き
も
の
に
は
存
在
す
る
こ
と
(
存

在
性
)
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

あ
れ
が
あ
れ
ば
こ
れ
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は

あ
り
得
な
い
と
い
う
の
で
す
。

「
あ
れ
が
あ
れ
ば
こ
れ
が
あ
る
」
と
い
う
第
三
句
は
有
名
な
も
の
で
す
。
初

期
仏
教
経
典
の
中
で
縁
起
に
か
ん
し
て
説
明
す
る
多
く
の
箇
所
に
お
い
て
同
様

の
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
龍
樹
は
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ

ま
す
。
『
中
論
』
二
六
章
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
龍
樹
は
、
無
明
(
迷
い
)

よ
っ
て
行
(
い
き
お
い
、
慣
性
)
が
あ
り
、
行
に
よ
っ
て
識
(
心
的
作
用
)
が

あ
る
と
い
っ
た
伝
統
的
な
十
二
縁
起
の
考
え
方
を
も
受
け
継
い
で
い
ま
す
。
二

六
章
は
十
二
縁
起
の
説
明
に
当
て
ら
れ
て
お
り
、

そ
こ
で
龍
樹
は
伝
統
的
な
十

二
縁
起
説
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
龍
樹
は
革
命
的
で
は
あ

り
ま
し
た
が
、
伝
統
的
教
説
を
常
に
否
定
し
た
の
で
は
な
い
の
で
す
。
も
っ
と

も
、
初
期
仏
教
経
典
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
縁
起
の
思
想
を
ア
ビ
ダ
ル
マ

仏
教
が
独
自
の
解
釈
に
よ
っ
て
受
け
継
い
で
お
り
、

そ
れ
に
対
す
る
批
判
を

『
中
論
』
が
行
な
っ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
す

。

第
一
O
備
に
お
け
る
要
点
は
、

も
の
は
無
自
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
こ
で

「
無
自
体
」

と

と
訳
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
一
般
に
は

「
無
自
性
」

訳
さ
れ
ま
す
。

こ
の
語
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

「
ニ
ヒ
ス
ヴ
ァ
パ
1

ヴ
ア

(
ロF
F∞
〈
巳
)
『
骨
〈
印
)

が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
の
か
と
い
う
の
は
、
実
は
空

思
想
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
に
等
し
い
ほ
ど
重
要
な
こ
と
で

す
。龍

樹
の
真
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
論
争
の
超
越
』
詩
句S
E
Q
e
q
b
g
立
。
ミ

(
廻
詩
論
)
の
初
め
の
方
で
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あ
る
」

と
あ
り
ま
す
[
回
『
巳
冨
の
宮
山
弓

ω

他
-
u∞
町
一
合
]
。つま
り
、
無
自
性

で
あ
る
こ
と
が
空
で
あ
る
こ
と
の
理
由
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
「
ニ
ヒ
ス

人間文化

ヴ
ァ
パ
l

ヴ
ア
」
と
い
う
語
の
意
味
は
、
無
自
性
な
る
何
も
の
か
、

で
あ
り
、

こ
の
語
は
常
に
こ
れ
が
修
飾
す
る
語
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

れ
が
修
飾
す
る
語
の
性
、
数
、
格
に
自
ら
の
語
尾
を
一
致
さ
せ
ま
す
。
自
性
を

欠
い
て
い
る
こ
と

(
無
自
性
性
)
を
意
味
す
る
抽
象
名
詞
で
は
な
い
の
で
す
。

第
一
O
備
で
は
、
「
無
自
体
で
あ
る
も
ろ
も
ろ
の
も
の
に
存
在
性
は
な
い
」
、

つ
ま
り
、
「
存
在
し
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
ろ
も
ろ
の
も
の
は
自

体
が
な
い
ゆ
え
に
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
も
ろ
も
ろ
の
も
の
は
空
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
先
述
の
よ
う
に
、
龍
樹
は

「
も
ろ
も
ろ
の
も
の

は
自
性
を
欠
く
ゆ
え
に
、
空
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
「
空
で
あ
る
か

ら
自
性
を
欠
く
(
無
自
性
で
あ
る
)
」
と
は
い
っ
て
い
ま
せ
ん
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
ス
ヴ
ァ
パ
l

ヴ
ア
」

「
自
性
」と
訳

は
一
般
に
は

さ
れ
て
き
ま
し
た
し
、

わ
た
し
自
身
こ
の
訳
語
を
用
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
『
中
論
』
を
訳
す
に
あ
た
っ
て
は

「
自
体

と
い
う
訳
語
の
方
が
む
し
ろ

適
切
と
思
わ
れ
ま
す
。
「
自
性
」
と
訳
さ
な
い
理
由
は
、
「
自
性
」
と
い
う
語
は

「
特
別
な
性
質
」
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
す
。
『
中

論
』
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
「
ス
ヴ
ァ
パ
1

ヴ
ア
」
は
そ
れ
自
体
と
い

う
意
味
で
あ
り
、
あ
る
基
体
に
存
す
る
特
殊
な
性
質
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
こ
と
に
か
ん
し
て
は
、

す
で
に
第
三
備
を
説
明
す
る
際
に
述
べ
ま

し
た
。

く
り
返
し
ま
す
が
、
「
無
自
性
」
と
は
、
自
性
の
な
い
こ
と
で
は
な
く
て
、

150 

自
性
の
な
い
何
も
の
か
を
意
味
し
ま
す
。
「
も
ろ
も
ろ
の
も
の
は
無
自
性
で
あ

そ

る
」
と
は

「
も
ろ
も
ろ
の
も
の
に
自
性
が
な
い
」
と
い
い
換
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
の
よ
う
に

「
無
自
性
」と
い
う
表
現
は
常
に
あ
る
容
器
あ
る
い
は
基

体
に
自
性
あ
る
い
は
自
体
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
か
た
ち
で
考
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

『
中
論
』
に
お
け
る

「
ス
ヴ
ァ
バ
1

ヴ
ア
」
と
そ
の
容
器
あ
る
い
は
基
体
と

の
関
係
を
考
え
て
い
き
ま
す
。

一
つ
の
例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
に
お
酒
の

入
っ
た
徳
利
が
あ
る
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。
誰
か
が

「
徳
利
が
空
だ
」
と
い
っ

た
と
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
人
は
、
徳
利
に
お
酒
が
入
っ
て
い
な
い
と
い
っ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
徳
利
が
な
い
、

と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
お
腹
が
す
い
た
」
「
お
腹
が
空
っ
ぽ
だ
」
と
い
う
と
き
に

お
腹
が
な
い
」

を
意
味
し
な
い
の
と
同
じ
で
す
。
元
来
、

空

と
は

「
中
に
何
も
詰
ま
っ
て

い
な
い
こ
と
」

中
が
ス
カ
ス
カ
で
あ
る
こ
と
」

を
い
い
ま
す
。

あ
る
い
は

「
天
空
」
も
中
に
何
も
な
く
、
向
こ
う
が
透
け
て
見
え
る
か
ら
「
空
」
な
の
で

す
。徳

利
と
お
酒
の
話
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
お
酒
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
も
、

徳
利
は
あ
り
ま
す
。
あ
る
性
質
が
な
く
な
っ
て
も
、

そ
れ
を
入
れ
て
い
る
器
あ

る
い
は
そ
の
性
質
が
存
在
す
る
場
(
基
体
)
は
存
在
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
器



の
か
ら
っ
ぽ
の
状
態
を
『
中
論
』
が

「
無
自
性
な
も
の
一
と
呼
ん
で
い
る
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん

。

仏
教
の
空
と
は
、

お
酒
は
む
ろ
ん
な
く
、
徳
利
も
な
い
よ
う

な
状
態
を
考
え
て
い
る
の
で
す

。

そ
の
よ
う
な
状
態
を
考
え
る
際
に
は
、

お
酒

の
容
器
と
し
て
陶
器
の
徳
利
で
は
な
く

か
ぎ
り
な
く
薄
い
膜
の

「
徳
利
」
あ

る
い
は
容
器
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す

。

お
酒
が
な
く
な
っ
た
と
き
、

そ
の

器
も
な
く
な
る
よ
う
な

「食
べ
る
こ
と
の
で
き
る
薄
い
膜
で
で
き
た
」
器
を
考

え
て
く
だ
さ
い

。

龍
樹
は
そ
の
よ
う
な
容
器
の
中
の
お
酒
を
「
自
体
」
と
呼
ん

で
い
る
の
で
す

。

お
酒
が
な
く
な
れ
ば
器
も
な
く
な
る
よ
う
な
あ
り
方
を
想
定

し
て
い
る
の
で
す

。

第
一
備
に
「
白
か
ら
も
、
他
か
ら
も
生
じ
な
い
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合

の
自

(
ω
g
'
)
も
自
体
(
寄
与
E
S
)
と
同
じ
意
味
で
す

。

『
中
論
』
に
お
け

る

「
ス
ヴ
ァ
バ
l

ヴ
ア
」
と
い
う
語
は
、
例
外
的
箇
所
を
除
い
て
は
特
定
の
性

質
と
い
う
意
味
で
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す

。

ニ
ヤ
l

ヤ
学
派
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ

l

シ
カ
学
派
な
ど
の
ヒ
ン
ド
ゥ

1

教
の
哲
学

、、
目
目

，

，
，I

 
}
 

「
ス
ヴ
ァ
パ
l

ヴ
ア

と
い
う
概
念
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
ま
せ

で
は
、
こ
の

『中論』 一章訳注 (立

ん
。

「
ス
ヴ
ァ
パ
1

ヴ
ア
」

に
は
、
特
定
の
性
質
と
い
う
意
味
と
自
体
(
自

身
)
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
あ
い
ま
い
な
概
念
を

ニ
ヤ
1

ヤ
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
1

シ
カ
の
よ
う
な
論
理
学
を
重
視
し
た
実
在
論
哲
学

に
お
い
て
使
っ
た
場
合
に
は
シ
ス
テ
ム
に
混
乱
が
起
き
る
で
し
ょ
う
し
、
使
う

必
要
が
な
い
の
で
す
。

第
一
O
備
後
半
で
は
龍
樹
は
初
期
仏
教
経
典
に
お
け
る
伝
統
的
縁
起
説
を
批

判
し
て
い
ま
す

。

ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
あ
っ
て
は

「
も
の
は
原
因
と
結
果
の
因

果
関
係
に
よ
っ
て
生
じ
、
そ
れ
が
縁
起
と
い
わ
れ
る
」
と
い
う
考
え
方
が
大
前

提
に
な
っ
て
い
ま
す
。
『
中
論
』
一
章
は
縁
(
因
)
と
結
果
を
考
察
す
る
章
な

の
で
す
が
、
龍
樹
は
こ
の
章
に
お
い
て

「
原
因
が
条
件
を
伴
い
、
結
果
を
生
ず

る
」
と
い
う
よ
う
に
原
因
と
結
果
に
よ
っ
て
も
の
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、

究
極
的
な
意
味
で
は
正
し
く
な
い
と
考
え
て
い
ま
す

。

第
一
O
備
の
前
半
に
述
べ
ら
れ
る

「
無
自
体
で
あ
る
も
ろ
も
ろ
の
も
の
も
存

在
し
な
い
」
と
い
う
考
え
方
が
龍
樹
の
思
想
の
根
本
で
す
が
、
龍
樹
は
、
自
性

あ
る
い
は
自
体
が
存
在
し
て
は
じ
め
て
原
因
、
結
果
が
成
立
す
る
の
で
あ
っ

て
、
真
実
に
は
自
性
(
自
体
)

は
存
在
し
な
い

。

そ
れ
ゆ
え
、
原
因
も
結
果
も

存
在
し
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
す

。

第
一
O
傷
は
第
四
の
縁
の
否
定
に
当
て

ら
れ
て
は
い
る
の
で
す
が
、
同
時
に
九
侮
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
結
論
を
出
し

て
い
ま
す

。

こ
の
第
一
O
備
は
龍
樹
の
思
想
の
根
幹
と
い
え
ま
す

。

第
一
一
1

一
四
備
は
、
龍
樹
は
結
果
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ま
で
龍
樹
は
、
縁
あ
る
い
は
因
の
問
題
を
取
り
あ
げ
て
お
り
、
結
果
に
つ
い

て
は
述
べ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た

。

第
一
一
傷
は
原
因
と
結
果
の
関
係
に
つ
い
て

の
考
察
の
導
入
部
で
す
。
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第25号

ノス

結
果
の
否
定

人間文化

結
果
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
第
一
一
備
を
見
て
み
ま
し
ょ
う

。

l
 

l

・

-

個
々
の
縁
に
も
集
合
的
な
縁
に
も

そ
の
結
果
は
な
い
。

諸
縁
の
中
に
存
し
な
い
も
の
が

ど
う
し
て
諸
縁
か
ら
生
じ
よ
う
か

。

こ
こ
で
も
例
に
よ
っ
て
縁
が
補
集
合
的
な
関
係
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ま
で
は

も
の
が

「
存
在
す
る
も
の
」

「
非
存
在
の
も
の

と
し 3

と

う
補
集
合
的
な
関
係
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
縁
が
個
々
の
も

の
と
集
合
的
な
も
の
と
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す

。

一
つ
一
つ
の
縁
の
中
に
も
集

合
的
に
見
ら
れ
た
諸
縁
の
中
に
も
結
果
は
な
い
と
い
う
の
で
す

。

第
一
一
偶
前
半
で
得
ら
れ
た
結
論
を
踏
ま
え
て
後
半
が
述
べ
ら
れ
ま
す

。

「
縁
の
中
に
な
い
も
の
が
ど
う
し
て
結
果
と
し
て
生
じ
よ
う
か
」
と
い
う
の
が

第
一
一
備
の
結
論
で
す
。

次
に
は
反
対
論
者
か
ら
の
反
論
を
予
想
し
て
第
一
二
備
が
述
べ
ら
れ
ま
す
。

3
1

・
内
/
』

1., 

も
し
も
か
の
存
し
な
い
も
の
が

」
れ
ら
の
縁
か
ら
生
ず
る
な
ら
ば

結
果
が
も
ろ
も
ろ
の
非
縁
か
ら
も
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生
ず
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

も
し
も
存
し
な
い
も
の
が
縁
か
ら
生
じ
る
、

と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
縁
は

能
力
の
あ
る
縁
と
能
力
の
な
い
非
縁
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
「
能
力
の
あ
る
縁
」

と
は

も
の
を
生
ぜ
し
め
る

と

「
実
在
の
縁
」
を
指
し
て
い
ま
す
。
「
非
縁
」

は
、
こ
れ
ま
で
に
も
見
た
よ
う
に
、
縁
以
外
の
も
の
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

縁
の
力
の
な
い

「
非
実
在
の
縁
」
と
い
う
意
味
で
す
。
「
も
ろ
も
ろ
の
非
縁
か

ら
も
生
ず
る
こ
と
に
な
ろ
う
一
と
い
う
場
合
の

「
非縁
」
は
縁
以
外
の
も
の
と

い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
論
議
領
域
と
し
て
の
縁
の
中
の
能
力

の
な
い
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
今
の
場
合
、
論
議
領
域
に
は
入
れ
ら
れ
て

い
な
い
猫
や
犬
も
含
め
て
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

第
二
二
億
に
進
み
ま
す
。
イ
ン
ド
の
哲
学
に
は
、
因
の
中
に
す
で
に
果
が
合

ま
れ
て
い
る
と
い
う
因
中
有
果
論
と
、
因
の
中
に
果
は
な
い
と
い
う
因
中
無
果

論
と
い
う
こ
つ
の
考
え
方
が
あ
り
ま
す

。

第
一
一
備
と
第
一
二
億
は
因
中
有
果

論
を
批
判
し
て
い
ま
し
た

。

第
二
二
億
も
や
は
り
因
中
有
果
論
を
批
判
し
て
い

ま
す

。可
，.
.

 

q
ベ
J
V

司E
E
E
E

結
果
は
縁
よ
り
成
り

諸
縁
は
非
自
(
他
)
か
ら
成
る

。

非
自
よ
り
な
る
も
の
か
ら
生
じ
た
結
果
が



ど
う
し
て
縁
よ
り
成
る
の
か
。

龍
樹
の
論
法
は
分
か
り
に
く
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
の
侮
の
論
法
も

い
さ
さ
か
奇
妙
な
も
の
だ
と
い
う
感
じ
を
い
だ
か
せ
ま
す
。
第
一
句
「
結
果
は

縁
よ
り
成
り
」
は
問
題
が
な
い
で
し
ょ
う
。
縁
(
因
)
が
よ
り
合
っ
て
結
果
が

生
れ
る
と
い
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
因
中
有
果
論
の
匂
い
が
し
ま
す
。

結
果
が
縁
つ
ま
り
因
か
ら
成
る
と
は
い
え
、
結
果
は
因
そ
の
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
結
果
に
と
っ
て
因
は
や
は
り
自
で
は
な
い
も
の

(
非
自
)
つ
ま
り
他

で
す
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
句
に
い
う
よ
う
に
、
諸
縁
(
因
)
は
、
自
身
以
外

の
も
の
を
生
む
よ
う
に
働
く
ゆ
え
に
、
非
自
(
他
)
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
と

い
え
ま
す
。
こ
こ
ま
で
の
論
議
に
お
い
て
龍
樹
は
、
結
果
は
縁
よ
り
成
る
の
で

は
あ
る
が
、

そ
の
縁
は
非
自
よ
り
な
る
も
の
だ
、

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
議
論
を

導
い
て
き
ま
し
た
。
結
果
は
自
ら
の
中
に
あ
っ
た
縁
(
因
)

よ
り
成
っ
て
い

る
、
と
い
う
側
面
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、
縁
は
非
自
よ
り
な
る
と
い
う
別
の
側

面
を
浮
き
上
が
ら
せ
た
の
で
す
。
こ
の
後
者
の
側
面
を
用
い
て
、
結
果
は
結
局

、
‘
，
，
ノI
 

F
E・E
・
-
，，

は
縁
よ
り
成
っ
て
い
な
い
と
龍
樹
は
備
後
半
に
お
い
て
主
張
し
ま
す
。

『中論』一章訳注(立

第
二
句
に
あ
る
よ
う
に
、
縁
は
非
自
よ
り
成
る
、

と
い
え
ま
す
。

そ
れ
で

は
、
自
と
は
無
関
係
の
も
の
か
ら
成
る
結
果
が
、

ど
の
よ
う
に
し
て

「
結
果
を

生
む
力
を
有
す
る
縁
よ
り
成
る
」

と
い
え
る
の
か
と
龍
樹
は
反
論
し
ま
す
。
こ

「
結
果
を
生
む
力
」
と
は
自
の
中
に
存
し
た
力
を
指
し
て
い
ま
す
。

こ
で

ょ
う

す
る
に
、
龍
樹
は
、
自
と
は
無
関
係
の
結
果
が
ど
う
し
て
自
よ
り
生
ま
れ
る
の

か
と
い
う
の
で
す
。

こ
こ
で
も
龍
樹
特
有
の
論
法
が
見
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

一
切
を
自
と
非

自
(
他
)
に
分
割
し
た
上
で

一
つ
の
も
の
、
例
え
ば
結
果
が
自
と
関
係
す
る

側
面
と
他
と
関
係
す
る
側
面
と
の
両
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
目
を
付
け
、
自

と
他
の
矛
盾
関
係
を
利
用
し
て

「
結
果
」と
い
う
概
念
に
存
す
る
矛
盾
と
思
わ

れ
る
側
面
を
突
い
て
い
る
の
で
す
。

第
一
四
億
に
進
み
ま
し
ょ
う
。
次
の
偶
は
一
章
最
後
の
偏
で
あ
り
、

一
章
の

結
論
で
す
。

可-
-
A

『
司E
E
E

・

ゆ
え
に
結
果
は
縁
よ
り
成
る
も
の
で
は
な
く

非
縁
よ
り
成
る
も
の
で
も
な
い
。

結
果
は
存
し
な
い
ゆ
え
に

ど
こ
に
縁
と
非
縁
が
あ
ろ
う
か
。

第
一
四
億
は
、
結
果
と
縁
の
関
係
を
ま
と
め
て
述
べ
て
い
ま
す
。
「
ゆ
え
に

結
果
は
縁
よ
り
成
る
も
の
で
は
な
い
」

と
い
う
第
一
句
は
、
直
前
の
第
一
三
倍

を
踏
ま
え
て
い
ま
す
。
第
二
句
「
非
縁
よ
り
成
る
も
の
で
も
な
い
」

と
は
、
非

縁
は
縁
と
し
て
の
力
の
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
結
果
と
い
う
も
の
を
生
ぜ
し
め

る
力
も
な
い
。
縁
よ
り
成
る
結
果
も
な
く
、
非
縁
よ
り
成
る
結
果
も
な
い
ゆ
え

に
、
結
果
は
存
在
し
な
い
。
結
果
が
存
在
し
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
縁
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も
非
縁
も
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
す
。
反
対
論
者
を
引
き
回
し
た
結
果
、
最
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