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《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
の
目
的 

 
 
 
 
 

― 

田
中
智
学
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
視
点
か
ら 

― 
   

《
如
来
の
表
現
》
と
い
う
目
的
と
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
と
い
う
創
作
方
法
と
は
、
賢
治
の
な
か
で
ど
の
よ

う
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
。
国
柱
会
田
中
智
学
へ
の
傾
倒
か
ら
自
己
の
無
意
識
部
を
と
ら
え
て
い
っ

た
賢
治
が
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
を
書
き
と
め
る
に
至
っ
た
過
程
を
、
心
理
学
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ス

の
著
作
と
の
関
連
で
考
察
す
る
。  

          

一 
 
 

賢
治
の
「
迷
い
」  

  

昭
和
八
年
九
月
二
一
日
、
賢
治
は
三
七
歳
の
短
い
生
涯
を
閉
じ
た
が
、
亡
く
な
る
前
の
何
日
か
に
、
弟
、

父
、
母
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
自
分
の
書
き
残
し
た
原
稿
に
関
し
て
遺
言
と
も
受
け
取
れ
る
言
葉
を
残
し
て
い
る
。

堀
尾
青
史
の
『
宮
沢
賢
治
年
譜
』
（
筑
摩
書
房
、
平
３
）
に
よ
れ
ば
、
臨
終
の
日
の
前
夜
、
弟
清
六
に
「
お

れ
の
原
稿
は
み
ん
な
お
ま
え
に
や
る
か
ら
も
し
ど
こ
か
の
本
屋
で
出
し
た
い
と
い
っ
て
き
た
ら
、
ど
ん
な
小

さ
な
本
屋
か
ら
で
も
い
い
か
ら
出
版
さ
せ
て
く
れ
。
こ
な
け
れ
ば
か
ま
わ
な
い
で
く
れ
」
と
、
そ
の
二
、
三

日
前
父
政
次
郎
に
は
「
こ
の
原
稿
は
わ
た
く
し
の
迷
い
の
跡
で
す
か
ら
、
適
当
に
処
分
し
て
く
だ
さ
い
」
と
、

ま
た
、
あ
る
と
き
母
イ
チ
に
「
こ
の
童
話
は
、
あ
り
が
た
い
ほ
と
け
さ
ん
の
教
え
を
、
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め

い
に
書
い
た
も
の
だ
ん
す
じ
ゃ
。
だ
か
ら
い
つ
か
は
、
き
っ
と
、
み
ん
な
で
よ
ろ
こ
ん
で
読
む
よ
う
に
な
る

ん
す
じ
ゃ
」
と
話
し
た
と
い
う
。
母
イ
チ
に
話
し
た
の
が
い
つ
頃
の
こ
と
か
判
然
と
し
な
い
が
、
そ
の
こ
と

は
と
も
か
く
と
し
て
、
三
人
に
残
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
う
ち
、
父
政
次
郎
に
残
し
た
言
葉
は
、
私
に
と

っ
て
真
意
の
掴
み
に
く
い
一
種
不
可
解
な
も
の
と
し
て
心
に
わ
だ
か
ま
っ
て
い
る
。  

 

基
本
的
に
は
、
賢
治
の
家
長
と
し
て
の
父
に
対
す
る
遠
慮
が
「
迷
い
の
跡
」
と
い
う
よ
う
な
控
え
め
な
表

現
を
と
ら
せ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
賢
治
は
自
己
の
何
を
「
迷
い
」
と
し
て
考

え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
信
仰
と
し
て
の
「
迷
い
」
か
、
作
品
と
し
て
の
「
迷
い
」
か
、
そ
れ
と
も
子
と
し

て
の
「
迷
い
」
か
。
お
そ
ら
く
そ
の
ど
れ
で
も
あ
る
ま
い
と
思
う
。
自
己
の
法
華
経
信
仰
を
「
迷
い
」
で
あ

っ
た
と
父
に
告
げ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
作
品
の
質
と
内
容
に
関
し
て
も
、
賢
治
が
「
迷

い
」
と
し
て
父
に
へ
り
く
だ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
点
、
子
と
し
て
の
「
迷
い
」
の
意
識
は
父
を
前

に
し
た
賢
治
に
は
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、 

子
と
し
て
の
「
迷
い
」
が
作
品
に
ど
の
よ
う
に
「
跡
」
と

し
て
刻
印
さ
れ
た
の
か
考
え
れ
ば
、
い
ま
ひ
と
つ
納
得
が
い
か
な
い
。  

そ
こ
で
私
は
、
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》

と
い
う
賢
治
の
独
自
の
創
作
法
の
こ
と
が
脳
裏
に
よ
ぎ
る
の
で
あ
る
。
賢
治
に
と
っ
て
作
品
を
書
く
こ
と
は
、

母
へ
の
言
葉
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
仏
教
、
な
か
ん
ず
く
法
華
経
の
教
え
を
表
現
す
る
こ
と
と
し
て
在
っ

た
。
賢
治
が
す
べ
て
の
童
話
ま
た
は
詩
作
品
を
こ
の
目
的
の
も
と
に
書
き
残
し
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い

が
、
大
正
一
〇
年
八
月
の
関
徳
弥
宛
書
簡
で
「
い
ゝ
も
の
を
書
い
て
下
さ
い
。
文
壇
と
い
ふ
脚
気
み
た
い
な

も
の
か
ら
超
越
し
て
し
っ
か
り
如
来
を
表
現
し
て
下
さ
い
。
」
と
記
し
、
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
」
に
「
高

知
尾
師
ノ
奨
メ
ニ
ヨ
リ
／
法
華
文
学
の
創
作
」
と
記
し
、
そ
し
て
母
へ
告
げ
た
「
こ
の
童
話
は
、
あ
り
が
た

い
ほ
と
け
さ
ん
の
教
え
を
、
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
に
書
い
た
も
の
だ
ん
す
じ
ゃ
。
」
の
言
葉
を
つ
な
い
で

み
れ
ば
、
賢
治
が
創
作
を
志
し
た
そ
の
当
初
よ
り
晩
年
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
保
持
し
続
け
た
考
え
で
あ
っ



た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。  

 

で
は
、
こ
の
《
如
来
の
表
現
》
と
い
う
目
的
と
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
と
い
う
創
作
法
と
は
、
賢
治
の
内
部

に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
に
、
賢
治
が
父
に
告
げ
た

「
こ
の
原
稿
は
わ
た
く
し
の
迷
い
の
跡
で
す
か
ら
、
適
当
に
処
分
し
て
く
だ
さ
い
」
の
言
葉
が
、
或
る
意
味

を
も
っ
て
私
に
は
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
の
表
現
し
た
も
の
が
本
当
に
「
ほ
と
け
さ
ん
の

教
え
」
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
「
迷
い
の
跡
」
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
の
不
確
実

さ
を
、
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
で
あ
る
こ
と
の
宿
命
と
し
て
賢
治
は
自
覚
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
は
方
法
論
的
に
、
書
き
残
し
た
作
品
が
「
迷
い
の
跡
」
と
な
る
可
能
性

を
抱
え
込
ん
で
成
立
し
て
い
た
。
そ
し
て
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
の
方
法
論
的
正
し
さ
を
保
証
す
る
の
は
、
唯

一
「
正
し
い
信
仰
」
で
し
か
な
く
、
賢
治
は
常
に
自
分
が
法
華
経
を
信
仰
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
生
き
方
や
考

え
方
を
し
た
か
と
い
う
懐
疑
に
生
き
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
賢
治
の
作
品
と
は
、
賢
治
の
言
葉
ど
お
り
「
あ
り
が
た
い
ほ
と
け
さ
ん
の
教

え
を
、
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
に
書
い
た
も
の
だ
ん
す
じ
ゃ
。
」
と
理
解
す
る
よ
り
も
、
「
あ
り
が
た
い
ほ

と
け
さ
ん
」
（
久
遠
実
成
の
釈
迦
仏
）
が
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
こ
と
の
証
明
と
し
て
書
い
た
も
の
、
と
理

解
し
た
方
が
、
読
者
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
よ
り
納
得
が
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
ゆ
え
、

賢
治
が
父
に
告
げ
た
「
こ
の
原
稿
は
わ
た
く
し
の
迷
い
の
跡
で
す
か
ら
、
適
当
に
処
分
し
て
く
だ
さ
い
」
の

言
葉
は
、
父
の
み
な
ら
ず
、
母
に
も
、
弟
に
も
、
そ
し
て
読
者
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
に
も
告
げ
ら
れ
て
し
か
る

べ
き
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
が
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
と
し
て
の
賢
治
作
品
を
文
学
と
し

て
享
受
し
得
る
基
盤
も
あ
る
の
で
あ
る
。  

 

賢
治
は
臨
終
の
間
際
、
ま
さ
に
遺
言
と
し
て
、
国
訳
法
華
経
一
千
部
の
配
布
を
言
い
残
し
て
い
る
。
賢
治

に
と
っ
て
、
法
華
経
ほ
ど
完
璧
な
「
あ
り
が
た
い
ほ
と
け
さ
ん
」
（
久
遠
実
成
の
釈
迦
仏
）
の
存
在
の
証
明

は
な
い
わ
け
で
、
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
自
己
の
作
品
が
「
迷
い
の
跡
」
と
し
て
「
適
当
に
処
分
」
さ
れ
る
こ

と
な
ど
は
、
悔
や
む
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

   
 
 
 
 

二 

田
中
智
学
か
ら
の
摂
取 

  

さ
て
、
賢
治
の
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
が
、
如
来
の
姿
や
法
華
経
の
文
言
を
書
き
記
す
類
い
の
文
学
で
な
か

っ
た
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
断
ジ
テ
／
教
化
ノ
考
タ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
！
／
タ
ゞ
純

真
ニ
／
法
楽
ス
ベ
シ
」
（
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
」
）
と
は
賢
治
の
創
作
を
す
る
上
で
の
自
戒
で
あ
る
が
、

賢
治
に
と
っ
て
の
《
如
来
の
表
現
》
と
は
、
あ
く
ま
で
自
己
の
《
身
体
》
を
通
し
て
感
じ
取
っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。  

 

詩
は
裸
身
に
て
理
論
の
至
り
得
ぬ
／
堺
を
探
り
来
る
／
そ
の
こ
と
決
死
の
わ
ざ
な
り
／
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
下
に
詩
を
な
す
は
／
直
観
粗
雑
の
理
論
に
／
屈
し
た
る
な
り
（
文
語
詩
未
定
稿
黒
ク
ロ
ー
ス
表
紙

〔
Ｂ
〕
裏
表
紙
裏
）  

  

こ
の
メ
モ
か
ら
分
か
る
こ
と
は
賢
治
の
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
（
詩
作
）
と
は
「
直
観
」
を
基
本
と
し
た
創

作
で
あ
り
、
そ
の
点
、
「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
に
記
さ
れ
た
「
諸
作
無
意
識
中
に
潜
入
す
る
ほ
ど
美
的
の

深
と
創
造
力
は
か
は
る
」
や
「
無
意
識
部
か
ら
溢
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
多
く
無
力
か
詐
偽
で
あ
る
」（
「
無

意
識
部
」
の
表
記
は
新
修
版
全
集
に
よ
る
）
に
お
け
る
「
無
意
識
」
と
、
ほ
ぼ
同
義
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推



定
で
き
る
。
そ
こ
で
、
賢
治
の
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
と
は
、
「
無
意
識
部
」
よ
り
生
じ
る
「
直
観
」
を
《
心

象
》
と
し
て
《
ス
ケ
ッ
チ
》
し
た
も
の
、
と
ひ
と
ま
ず
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
な
ぜ
、

賢
治
に
と
っ
て
「
無
意
識
部
」
よ
り
生
じ
る
「
直
観
」
が
《
如
来
の
表
現
》
で
あ
り
得
た
の
か
。
こ
こ
で
、

考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
仏
教
で
い
う
「
識
」
の
問
題
で 

あ
る
。
天
台
教
学
で
は
眼
識
、
耳
識
、
鼻
識
、
舌
識
、
身
識
、
意
識
の
六
識
に
加
え
、
ま

な

末
那
識
（
第
七 

識
）
、
あ

ら

や

阿
頼
耶
識
（
第
八
識
）
、
あ

ん

ま

菴
摩
羅
識
（
第
九
識
）
の
九
識
を
立
て
、
特
に
菴
摩
羅
識
を
「
九
識
心
王
」

と
呼
び
《
仏
の
識
》
と
し
、
全
て
の
衆
生
に
仏
性
の
宿
る
こ
と
（
十
界
互
具
）
の
根
拠
と
し
て
い
る
。  

 

国
柱
会
発
行
の
『
本
化
聖
典
大
辞
林
』
（
田
中
智
学
監
修
、
大
９
）
で
の
「
九
識
心
王
」
の
項
を
調
べ
る

と
、
ま
ず
日
蓮
遺
文
で
の
用
例
が
紹
介
さ
れ
、
次
い
で
そ
の
解
説
が
記
さ
れ
て
い
る
。  

 

此
御
本
尊
全
ク
余
所
ニ
求
ム
ル
事
ナ
カ
レ
、
只
我
等
衆
生
ノ
法
華
経
ヲ
持
チ
テ
南
無
妙
法
蓮
華
経
ト
唱

フ
ル
胸
中
ノ
肉
団
ニ
オ
ハ
シ
マ
ス
ナ
リ
、
是
ヲ
九
識
心
王
真
如
ノ
都
ト
ハ
申
ス
ナ
リ
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
「
日
女
御
前
御
返
事
」
遺
文
二
十
三
） 

 

そ
の
意
は
、
本
門
本
尊
は
遠
く
彼
に
在
る
に
あ
ら
ず
し
て
近
く
行
者
の
一
身
に
在
り
、
之
を
知 

ら
ず
し
て
自
己
の
シ
キ
シ
ン

色
心
を
離
れ
て
別
に
之
を
求
め
ば
信
じ
て
詮
な
く
行
じ
て
益
な
き
こ
と
恰
も
他
の

宝
を
数
へ
て
自
己
に
一
分
の
益
な
き
が
如
し
、
故
に
今
之
を
近
く
自
己
の
色
心
に
約
し
て
妙
判 

し
、
彼
の
本
門
本
尊
と
行
者
冥
合
一
如
を
詮
し
、
彼
シ
ヤ
ウ
タ
イ
メ
ウ
ユ
ウ

正
体
妙
用
を
一
身
に
光
現
せ
し
め
て
成
仏
の
妙

益
を
決
せ
ら
る
。  

  

「
本
門
本
尊
」
と
は
妙
法
蓮
華
経
の
五
文
字
を
中
央
に
配
し
た
十
界
曼
陀
羅
の
こ
と
で
、
全
宇
宙
が
妙
法

蓮
華
経
に
よ
り
在
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
仏
を
含
む
十
界
の
こ
と
ご
と

く
が
、
胸
中
の
「
第
九
識
」
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
賢
治
が
法
華
経
の
行
者
と

し
て
童
話
や
詩
を
成
し
て
い
た
こ
と
は
「
筆
ヲ
ト
ル
ヤ
マ
ツ
（
ズ
）
道
場
観
奉
請
ヲ
行
ヒ
／
所
縁
仏
意
ニ
契

フ
ヲ
念
ジ
）
」
（
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
」
）
か
ら
も
知
れ
る
こ
と
で
、
「
行
」
と
し
て
の
創
作
で
あ
る
以

上
、
『
本
化
聖
典
大
辞
林
』
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
第
九
識
」
に
存
在
す
る
「
本
門
本
尊
」
と
の
「
冥

合
一
如
」
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
賢
治
が
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
を
「
無
意
識
部
」
か

ら
の
「
直
観
」
と
し
て
の
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
そ
の
背
景
に
は
、
自
己
の
胸
中
に
存
在
す
る

と
さ
れ
る
「
第
九
識
」
（
仏
の
識
）
へ
の
信
頼
が
あ
っ
た
は
ず
と
い
え
よ
う
。  

 

こ
の
前
提
の
も
と
に
、
文
章
を
書
く
上
で
の
心
構
え
を
記
し
た
田
中
智
学
の
「
筆
作
述
成
」
を
重
ね
合
わ

せ
て
み
る
と
、
賢
治
が
「
法
華
文
学
の
創
作
」
と
呼
ん
だ
も
の
の
輪
郭
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。 

「
筆

作
述
成
」
が
賢
治
に
与
え
た
で
あ
ろ
う
影
響
に
関
し
て
は
、
す
で
に
萩
原
昌
好
の
「
宮
沢
賢
治
の
世
界
―
そ

の
文
学
的
契
機
と
『
春
と
修
羅
』
序
詩
の
意
味
す
る
も
の
」
（
埼
玉
大
学
紀
要
第
22
巻
、
昭
49
）
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。  

 
 

希
く
は
無
用
の
文
字
に
□
促
す
る
も
の
ゝ
一
日
も
早
く
滅
し
て
、
仏
祖
の
大
智
徳
、
法
華
経
の
大
美

想
を
発
揮
し
得
る
に
足
る
べ
き
大
直
覚
力
あ
る
大
手
筆
現
は
れ
ん
こ
と
を
熱
望
す
る
。
そ
の
筆
は
深
く

法
性
の
淵
底
を
窮
め
て
理
路
あ
き
ら
か
に
、
直
ち
に
一
切
衆
生
の
根
本
心
に
貫
く
べ
き
力
あ
る
を
要
す

る
。
願
く
は
諸
君
が
文
字
の
修
養
は
さ
る
方
面
に
向
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
れ
を
忘
れ
た
無
意
味
の
文
筆

に
一
滴
の
心
血
を
も
放
資
す
る
の
は
こ
れ
一
種
の
謗
法
で
あ
る
。  
 



 

諸
君
！
必
ず
し
も
上
手
く
な
く
て
も
よ
い
。
誠
意
の
溢
ぎ
り
あ
ふ
る
ゝ
所
、
一
言
一
句
も
人
間
を
活

動
し
感
起
し
て
、
自
己
的
欲
望
の
臭
を
殺
が
し
め
、
一
切
の
法
理
を
活
か
す
効
能
が
一
分
で
も
具
は
ツ

て
居
ツ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
大
な
る
文
字
で
は
な
い
か
。「
妙
ト
ハ
蘇
生
ノ
義
ナ
リ
」
と
は
こ
れ
で
あ
る
。

仏
性
を
持
ち
な
が
ら
、
煩
悩
無
明
の
賊
の
為
に
活
動
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
ツ
て
居
る
。
そ
の
無
明

の
賊
を
殺
し
て
、
先
天
の
仏
性
へ
、
仏
陀
果
上
の
無
上
仏
道
の
霊
火
を
点
じ
て
、
こ
の
凡
夫
の
肉
身
に

仏
性
の
活
動
を
な
さ
し
め
る
、
こ
れ
が
即
身
成
仏
で
あ
る
の
だ
。 

（
『
本
化
妙
宗
式
目
講
義
録
』
首
巻 

準
備
講
演
三 

大
会
諸
科
目
に
於
け
る
予
が
意
匠 

「
筆
作
述
成
」

大
10
、
第
５
版
所
見
）  

  

こ
の
『
本
化
妙
宗
式
目
講
義
録
』
は
『
日
蓮
聖
人
の
教
義
』
と
と
も
に
、
「
必
ず
あ
な
た
を
感
泣
さ
せ
る

に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
」
（
大
正
９
年
〔
12
月
〕
書
簡
）
と
、
賢
治
を
し
て
親
友
保
阪
嘉
内
に
書
き
送
ら
せ

た
ほ
ど
の
も
の
で
、
田
中
智
学
へ
の
絶
対
服
従
の
意
志
を
強
く
抱
い
て
い
た
賢
治
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な

形
に
せ
よ
、
意
識
的
な
創
作
活
動
を
す
る
以
上
、
そ
れ
が
「
仏
祖
の
大
智
徳
、
法
華
経
の
大
美
想
」
の
表
現

を
め
ざ
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
智
学
の
熱
望
す
る
「
大
直
覚

力
あ
る
大
手
筆
」
に
な
る
た
め
に
は
、
自
己
の
「
先
天
の
仏
性
」
を
働
か
し
め
「
凡
夫
の
肉
身
に
仏
性
の
活

動
を
な
さ
し
め
る
」
こ
と
こ
そ
が
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
条
件
で
あ
る
こ
と
に
も
ま
た
、 

賢
治
は
充
分
に

自
覚
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。  

 

と
は
い
え
、
「
先
天
の
仏
性
」
を
働
か
し
め
、
「
凡
夫
の
肉
身
に
仏
性
の
活
動
を
な
さ
し
め
る
」
と
は
、

実
際
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
こ
こ
か
ら
先
、
賢
治
は
智
学
を
離
れ
自
己
の
「
直
覚
力
」
を
見
つ
め
る
孤
独
な

道
に
踏
み
出
す
こ
と
に
な
る
。  

 

「
無
意
識
」
の
問
題
を
も
う
少
し
智
学
の
著
述
に
沿
っ
て
述
べ
て
お
き
た
い
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ゆ
ゑ
に
、
法
界
万
有
は
、
若
し
く
は
有
意
識
に
も
、
若
し
く
は
無
意
識
に
も
、
本
仏
を
中
心
と
す
る

傾
向
と
一
致
す
べ
き
筈
で
あ
る
。
然
る
に
無
意
識
の
も
の
は
一
致
し
つ
ゝ
あ
る
に
、
却
て
有
意
識
の
も

の
は
、
外
界
の
障
り
の
為
に
誤
ら
れ
無
明
縁
起
の
動
揺
を
う
け
て
、
本
仏
に
随
ふ
べ
き
軌
道
を
有
意
識

的
に
わ
す
れ
る
の
で
あ
る
。  

  

法
界
に
固
有
せ
ら
れ
た
る
相
性
体
は
、
真
善
美
を
き
は
め
た
る
、
こ
れ
妙
の
体
、
妙
の
相
、
妙
の
性

で
あ
る
。
法
界
の
本
体
中
心
が
即
ち
本
仏
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
法
界
に
固
有
す
る
一
切
の
妙
体
は
こ
れ

本
仏
の
法
身
、
一
切
の
妙
法
は
こ
れ
本
仏
の
報
身
、
一
切
の
妙
相
は
こ
れ
本
仏
の
応
身
で
あ
る
。
即
ち
、

法
身
妙
体
、
報
身
妙
性
、
応
身
妙
相
、
こ
の
無
作
三
身
の
本
仏
の
名
を
ば
、
妙
法
蓮
華
経
と
申
す
の
で

あ
る
。
さ
れ
ば
法
界
万
有
は
、
直
ち
に
こ
れ
本
仏
の
体
、
性
、
相
た
る
こ
と
は
先
天
的
に
定
ま
ツ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
我
等
は
こ
れ
を
有
意
識
に
軌
道
を
は
づ
れ
、
後
天
的
に
そ
の
本
源
を
わ
す
れ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
を
か
り
に
凡
夫
と
名
け
た
の
で
、
凡
夫
と
は
か
り
の
名
、
ま
こ
と
は
仏
で
あ
る
の
で
あ

る
。  

（
『
本
化
妙
宗
式
目
講
義
録
』
第
四
巻 

宗
要
門
第
三 

第
二
段 

宗
旨
三
秘 

第
三
科 

無
作
三
身
）

  
  

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
智
学
が
「
識
」
の
問
題
を
「
九
識
」
説
か
ら
で
は
な
く
「
無
意
識
」
「
有
意
識
」

の
観
点
か
ら
説
明
を
試
み
て
い
る
点
で
あ
る
。
智
学
の
い
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、「
無
意
識
」
の
部
分
で
は
、



先
天
的
に
宇
宙
の
理
法
で
あ
る
妙
法
蓮
華
経
と
一
致
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
有
意
識
」
の
部
分
で

は
、
後
天
的
に
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
賢
治
が
「
農
民
芸
術

概
論
綱
要
」
で
記
し
た
「
諸
作
無
意
識
中
に
潜
入
す
る
ほ
ど
美
的
の
深
と
創
造
力
は
か
は
る
」
や
「
無
意
識

部
か
ら
溢
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
多
く
無
力
か
詐
偽
で
あ
る
」
に
お
け
る
「
無
意
識
」
の
語
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
を
、
ほ
ぼ
掴
み
得
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。  

  
 
 

三 

「
異
空
間
の
実
在
」
と
「
九
識
心
王
」
の
証
明 

  

賢
治
が
「
直
観
」
（
智
学
の
言
に
従
え
ば
「
直
覚
力
」
）
を
も
っ
て
「
無
意
識
部
」
か
ら
得
た
も
の
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
が
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
手
に
残
さ
れ
た
詩
で
あ

り
童
話
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
一
般
的
に
「
幻
覚
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
よ

う
だ
。  

  

現
実
を
超
え
る
も
の
を
知
覚
し
、
そ
の
実
在
を
信
じ
た
、
と
い
う
極
く
普
通
の
意
味
で
、
賢
治
が
神

秘
主
義
者
で
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
、
多
分
に
神
秘
主
義
の
傾
向
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
な
ん
の
先
入

観
も
持
た
ず
、
極
く
素
直
に
作
品
を
読
め
ば
、
明
ら
か
だ
と
思
う
。
だ
が
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か

ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
膨
大
な
賢
治
論
の
中
で
、
わ
た
し
は
こ
の
《
神
秘
主
義
》
と
い
う
言
葉
に
出
合
っ

た
こ
と
が
な
い
。
少
な
く
と
も
、
こ
こ
で
言
う
意
味
で
そ
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
論
考
、
あ
る
い
は
、

神
秘
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
も
、
賢
治
を
明
確
に
《
神
秘
主
義
者
》
と
規
定
し
て
い
る
論
考
は
、
管
見

で
は
、
一
つ
と
し
て
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。  

 
 

（
栗
谷
川
虹
「
見
者
の
文
学
―
賢
治
の
《
幻
想
》
に
つ
い
て
」
「
宮
沢
賢
治
」
創
刊
号
、
昭
56
） 

  

賢
治
作
品
に
頻
出
す
る
《
幻
想
》
に
関
し
、
《
神
秘
主
義
》
の
側
面
か
ら
初
め
て
光
を
当
て
た
の
は
栗
谷

川
虹
で
あ
っ
た
。
賢
治
の
体
験
し
た
《
幻
想
》
こ
そ
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
の
実
態
で
あ
る
と
の
栗
谷
川
の
主

張
は
、
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
の
不
可
解
さ
を
、
賢
治
の
体
験
し
た
《
幻
想
》
の
不
可
解
さ
と
し
て
了
解
す
る

道
を
開
い
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
栗
谷
川
以
前
に
、
萩
原
昌
好
や
池
上
雄
三
が
《
神
秘

主
義
》
と
い
う
語
を
用
い
ず
、
し
か
も
栗
谷
川
が
意
図
し
た
こ
と
と
ほ
ぼ
同
様
の
前
提
に
立
ち
、
賢
治
作
品

の
幻
想
性
を
読
み
解
こ
う
と
し
て
い
た
事
実
が
あ
る
。
栗
谷
川
の
個
々
の
作
品
に
即
し
た
解
釈
は
、
『
気
圏

オ
ペ
ラ 

宮
沢
賢
治
『
春
と
修
羅
』
の
成
立
」
（
双
人
社
書
店
、
昭
51
）
に
詳
し
い
。 

 

栗
谷
川
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
賢
治
が
《
幻
想
》
（
「
幻
覚
」
の
意
）
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
と
、
賢
治

が
《
法
華
経
》
を
信
仰
し
た
こ
と
と
は
、
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
賢
治
は
自
己
の
所
有
す
る
《
幻
想
》
を
根
拠
に
、
仏
教
的
世
界
観
で
あ
る
《
十
界
》
の
実
在
の

証
明
に
踏
み
込
ん
で
行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
賢
治
は
《
幻
想
》
を
通
じ
て
体
験
し
た
空
間
を
《
異
空
間
》

と
呼
び
、
科
学
的
に
証
明
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
空
間
の
実
在
す
る
こ
と
を
密
か
に
信 

じ
て
い
た
。  

  
 

わ
が
う
ち
秘
め
し
／
異
事
の
数
／
異
空
間
の
断
片 

 
 
 
 
 
 
 

（
「
兄
妹
像
手
帳
」
メ
モ
）  

  
 

異
空
間
の
実
在 

天
と
餓
鬼
、
分
子
―
原
子
―
電
子
―
真
空
―
異
単
元
―
異
構
成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
「
〔
東
の
雲
は
は
や
く
も
蜜
の
い
ろ
に
燃
え
〕
」
下
書
稿
（
二
）
裏
）  



 
あ
な
た
は
今
ど
こ
に
居
ら
れ
ま
す
か
。  

早
く
も
私
の
右
の
こ
の
黄
ば
ん
だ
陰
の
空
間
に 

ま
っ
す
ぐ
に
立
っ
て
ゐ
ら
れ
ま
す
か
。  

雨
も
一
層
す
き
と
ほ
っ
て
強
く
な
り
ま
し
た
し
。  

 
 
 
 

―
略
― 

い
ま
私
は
廊
下
へ
出
や
う
と
思
ひ
ま
す
。  

ど
う
か
十
ぺ
ん
だ
け
マ

マ

一
諸
に
往
来
し
て
下
さ
い
。  

そ
の
白
び
か
り
の
巨
き
な
す
あ
し
で 

あ
す
こ
の
つ
め
た
い
板
を 

私
と
マ

マ

一
諸
に
ふ
ん
で
下
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
「
手
簡
」
『
春
と
修
羅
』
補
遺
）  

  
 

「
あ
な
た
」
と
呼
ば
れ
る
「
白
び
か
り
の
巨
き
な
す
あ
し
」
の
人
と
は
、
仏
や
菩
薩
の
如
き
存
在
を
さ
す

の
だ
ろ
う
。
賢
治
は
「
私
の
右
の
こ
の
黄
ば
ん
だ
陰
の
空
間
」
に
「
あ
な
た
」
は
居
る
と
感
じ
て
い
る
ら
し

い
。
そ
の
場
所
を
賢
治
は
《
異
空
間
》
と
呼
ん
だ
。
「
わ
た
く
し
は
岩
手
県
の
農
学
校
の
教
師
を
し
て
居
り

ま
す
が
六
七
年
前
か
ら
歴
史
や
そ
の
論
料
、
わ
れ
わ
れ
の
感
ず
る
そ
の
ほ
か
の
空
間
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
に

つ
い
て
ど
う
も
お
か
し
な
感
じ
や
う
が
し
て
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
」
。
こ
れ
は
、
近
年
発
見
さ
れ
た
、

大
正
一
四
年
一
二
月
二
〇
日
付
岩
波
茂
雄
宛
書
簡
の
冒
頭
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
も
、
賢
治
が
現

実
空
間
と
は
異
な
る
空
間
の
存
在
を
体
験
的
に
感
じ
取
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
賢
治
の
体
験
し
た
《
幻

想
》
こ
そ
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
の
実
態
で
あ
る
と
す
る
栗
谷
川
の
主
張
は
、
賢
治
作
品
に
お
け
る
《
幻
想
》

の
問
題
を
扱
う
上
で
の
一
つ
の
有
効
な
視
点
で
あ
る
こ
と
が
納
得
さ
れ
よ
う
。  

 

賢
治
の
作
品
や
伝
記
的
資
料
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
《
幻
想
》
の
存
在
が
指
摘
で
き
る
か
、
す
で
に
多
く

の
研
究
者
が
論
じ
た
課
題
で
も
あ
り
、
私
自
身
本
書
（
拙
著
『
宮
沢
賢
治 

幻
想
空
間
の
構
造
』
を
の
こ
と
）

の
後
の
章
に
お
い
て
幾
つ
か
の
例
を
記
し
て
も
い
る
の
で
一
々
の
紹
介
は
避
け
る
が
、
賢
治
の
《
幻
想
》
に

関
し
て
特
に
私
の
注
目
し
て
い
る
点
は
、
賢
治
が
相
反
す
る
二
種
の
《
幻
想
》
体
験
を
有
し
て
い
た
ら
し
い

こ
と
で
あ
る
。
一
つ
は
「
法
悦
的
な
も
の
」
で
、
も
う
一
つ
は
「
お
ぞ
ま
し
き
も
の
」
と
で
も
い
う
べ
き
も

の
で
あ
る
。
作
品
に
お
け
る
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
童
話
で
は
、
「
イ
ン
ド
ラ
の
網
」
や
「
チ
ュ
ウ
リ
ッ
プ
の

幻
術
」
な
ど
が
「
法
悦
的
な
」
《
幻
想
》
を
、
「
〔
ペ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
・
ネ
ネ
ム
の
伝
記
〕
」
や
「
楢

ノ
木
大
学
士
の
野
宿
」
な
ど
が
「
お
ぞ
ま
し
き
」
《
幻
想
》
を
基
本
的
性
格
と
し
て
保
有
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
、
詩
で
は
「
真
空
溶
媒
」
や
「
〔
東
の
雲
は
は
や
く
も
蜜
の
い
ろ
に
燃
え
〕
」
な
ど
が
「
法
悦
的
な
」

《
幻
想
》
と
し
て
、
「
塚
と
風
」
や
「
河
原
坊
（
山
脚
の
黎
明
）
」
な
ど
が
「
お
ぞ
ま
し
き
」
《
幻
想
》
と

し
て
、
と
り
あ
え
ず
区
分
さ
れ
よ
う
。
長
詩
「
小
岩
井
農
場
」
に
お
け
る
《
幻
想
》
の
よ
う
に
、
「
法
悦
的

な
も
の
」
と
「
お
ぞ
ま
し
き
も
の
」
の
双
方
が
時
間
の
経
過
の
な
か
に
書
き
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

   

小
倉
豊
文
の
『
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
」
新
考
』
（
東
京
創
元
社
、
昭
53
）
に
は
、
自
己
の
《
幻
想
》

の
不
安
に
お
の
の
く
賢
治
の
姿
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
。  

 
 

こ
の
「
幻
想
夢
の
解
」
に
つ
い
て
の
賢
治
の
態
度
に
関
し
て
、
一
つ
の
実
例
を
次
に
記
し
て
お
き
た

い
。
将
来
の
研
究
者
の
参
考
に
な
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
「
春
と
修
羅
」
第
二
集
（
校
本
全
集
第
三

巻
）
に
「
河
原
坊
（
山
脚
の
黎
明
）
―
一
九
二
五
、
八
、
一
一
―
」
と
い
う
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る



の
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
賢
治
が
農
学
校
在
職
中
の
夏
休
み
に
早
池
峯
山
麓
の
河
原
坊
に

野
宿
し
た
時
の
「
幻
想
夢
」
を
材
料
に
し
た
詩
で
あ
る
。
故
木
村
圭
一
氏
は
花
巻
市
に
開
業
し
て
い
た

医
師
で
、
賢
治
の
真
摯
な
研
究
家
で
あ
っ
た
が
、
未
だ
医
学
部
の
学
生
だ
っ
た
時
の
夏
休
み
の
終
わ
り

頃
、
た
ま
た
ま
宮
沢
家
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
、
賢
治
か
ら
河
原
坊
で
の
「
幻
想
夢
」
を
詳
し
く
話
し
て
き

か
さ
れ
、
そ
の
科
学
的
解
釈
を
実
に
執
拗
に
求
め
ら
れ
、
し
か
も
、
そ
の
態
度
が
恐
ろ
し
い
程
の
真
剣

さ
で
あ
っ
た
の
に
辟
易
し
た
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
関
登
久
也
氏
宅
で
同
氏
に
会
っ
た
時
に
き
い
た
話

で
あ
る
。  

  

賢
治
に
関
す
る
逸
話
の
う
ち
で
は
、
「
法
悦
的
な
」
《
幻
想
》
体
験
が
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、
月
光
を
浴
び
た
麦
畑
の
中
を
泳
ぐ
よ
う
に
し
て
歩
き
回
る
賢
治
（
白
藤
慈
秀
「
宮
沢
賢
治
の
生
活
諸

相
」
、
『
宮
沢
賢
治
研
究
』
十
字
屋
版
）
や
、
竹
薮
の
中
を
「
ほ
う
ー
、 

ほ
う
ー
」
と
声
を
挙
げ
て
歩
き

回
る
賢
治
（
照
井
謹
二
郎
「
宮
沢
賢
治
先
生
」
、
同
前
）
の
姿
は
、
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

小
倉
の
書
の
伝
え
る
「
お
ぞ
ま
し
き
」
《
幻
想
》
体
験
に
類
す
る
逸
話
は
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。  

 

仮
に
、
「
相
反
す
る
二
種
の
《
幻
想
》
体
験
」
と
い
う
も
の
が
賢
治
の
《
幻
想
》
の
う
ち
に
想
定
で
き
る

と
す
る
な
ら
ば
、
「
無
意
識
部
」
よ
り
生
ず
る
「
法
悦
的
な
」
《
幻
想
》
と
「
お
ぞ
ま
し
き
」
《
幻
想
》
の

両
方
を
、
賢
治
は
、
自
己
の
《
心
象
》
と
し
て
《
ス
ケ
ッ
チ
》
し
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
賢

治
は
、
先
に
引
用
し
た
田
中
智
学
の
「
無
意
識
の
も
の
は
本
仏
を
中
心
と
す
る
傾
向
と
一
致
し
つ
つ
あ
る
」

と
い
う
思
想
を
受
け
入
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
「
無
意
識
部
」
か
ら
生
じ
、
し
か
も
自
己
を
狂
気
へ
と
追

い
や
る
「
お
ぞ
ま
し
き
」
《
幻
想
》
の
存
在
は
、
賢
治
の
法
華
経
信
仰
を
根
本
か
ら
揺
る
が
す
問
題
で
あ
っ

た
は
ず
な
の
で
あ
る
。  

 

現
在
の
私
は
、
賢
治
の
《
幻
想
》
を
病
理
学
的
に
分
析
す
る
能
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
ず
、
ま
た
そ
の

必
要
性
も
特
に
は
感
じ
て
い
な
い
が
、
賢
治
の
時
代
に
お
い
て
「
無
意
識
」
の
問
題
が
、
す
で
に
医
学
や
心

理
学
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
事
実
を
見
過
ご
す
つ
も
り
は
な
い
。
賢
治
が
河
原
坊
で
体
験
し
た
「
幻
想
夢
」

の
科
学
的
解
釈
を
当
時
医
学
生
だ
っ
た
木
村
圭
一
に
「
執
拗
に
求
め
」
た
と
い
う
こ
と
は
、
「
無
意
識
部
」

か
ら
生
じ
る
《
幻
想
》
が
、
た
だ
そ
の
ま
ま
で
は
《
如
来
の
教
え
》
と
は
な
り
得
ぬ
こ
と
を
感
じ
て
い
た
こ

と
の
証
左
で
あ
り
、
科
学
を
も
っ
て
決
着
を
つ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
賢
治
な
り
の
事
情
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ

れ
よ
う
。  

 

こ
の
点
の
分
析
を
す
す
め
る
た
め
に
は
ま
ず
、
心
理
学
で
い
う
「
無
意
識
」
が
天
台
教
学
の
九
識
説
に
お

い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
か
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
九
識
の
う
ち
の
眼
識
か
ら
身
識
ま
で
の

五
識
は
身
体
器
官
を
媒
介
と
し
た
「
識
」
で
あ
る
た
め
、
一
応
心
的
機
能
の
範
疇
外
と
し
て
お
き
た
い
。
心

的
機
能
に
属
す
る
の
は
第
六
識
以
降
で
、
「
意
識
」
「
無
意
識
」
で
区
分
し
た
場
合
の
「
意
識
」
に
相
当
す

る
の
が
、
第
六
識
の
意
識
で
あ
る
。
そ
し
て
「
無
意
識
」
に
相
当
す
る
の
が
、
第
七
識
の
末
那
識
、
第
八
識

の
阿
頼
耶
識
、
第
九
識
の
菴
摩
羅
識
の
三
識
で
あ
ろ
う
。
智
学
の
『
本
化
妙
宗
式
目
講
義
録
』
（
第
三
巻 

大
綱
門
第
二 

第
四
段 

宗
主
導
師 

第
七
科 

順
逆
正
境
）
に
よ
れ
ば
、
「
前
五
識
六
識
は
凡
夫
の
心
法

こ
丶
ろ
」
、
「
七
識
末
那
識
は
第
六
識
よ
り
深
く
あ
る
が
、
八
識
に
対
し
て
は 

取
次
の
地
位
で
こ
ヽ
ろ
意

で
、
ぜ

ん

お

染
汗
（
汚
？
）
意
識
と
い
う
て
煩
悩
の
識
で
あ
る
」
、
「
第
八
識
は
む
も
つ
し
き
ぐ
わ
ん

無
没
識
含 

ざ
う
し
き

蔵
識
と
い
う
て
、
元
品
の
無
明
を
混
同
し
た
根
本
識
で
あ
る
」 

と
さ
れ
て
い
る
。
第
九
識
に
関
し
て
は
す

で
に
記
し
た
こ
と
と
内
容
的
に
重
な
る
の
で
省
略
す
る
。
つ
ま
り
、
「
無
意
識
」
に
あ
た
る
第
七
識
か
ら
第

九
識
ま
で
の
三
識
の
う
ち
、
第
七
識
末
那
識
は
「
煩
悩
の
識
」
、
第
八
識
阿
頼
耶
識
は
「
根
本
識
」
と
混
同



さ
れ
た
識
（
唯
識
派
で
は
根
本
識
と
説
く
）
で
あ
り
、
真
の
《
仏
の
識
》
は
第
九
識
の
菴
摩
羅
識
の
み
と
い

う
こ
と
に
な
る
。  

 

で
は
、
当
の
賢
治
は
「
無
意
識
」
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
三
識
を
ど
の
よ
う
に
分
別
し
て
い
た
の
か
。
実
は

こ
の
こ
と
が
賢
治
に
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
と
い
う
方
法
を
取
ら
せ
た
直
接
の
動
機
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
、
「
無
意
識
」
部
か
ら
生
じ
る
《
幻
想
》
の
出
所
が
第
七
識
末
那
識
、
第
八
識

阿
頼
耶
識
、
第
九
識
菴
摩
羅
識
の
う
ち
の
ど
れ
で
あ
る
の
か
、
賢
治
自
身
で
は
判
断
が
つ
か
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
法
悦
的
な
」
《
幻
想
》
が
第
九
識
菴
摩
羅
識
か
ら
生
じ
、
「
お
ぞ
ま
し
き
」
《
幻
想
》

が
第
七
識
末
那
識
か
ら
生
じ
る
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
解
釈
は
賢
治
の
よ
り
所
と
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
「
法
悦
的
な
」
《
幻
想
》
も
「
お
ぞ
ま
し
き
」
《
幻
想
》
も
共
に
自
己
の
《
心
象
》
と
し
て
《
ス

ケ
ッ
チ
》
す
る
賢
治
の
姿
勢
は
、
「
法
悦
的
な
」
《
幻
想
》
が
魔
の
誘
惑
か
も
し
れ
ず
、
「
お
ぞ
ま
し
き
」

《
幻
想
》
が
仏
の
導
き
か
も
知
れ
ぬ
と
い
う
、
恐
れ
と
懐
疑
を
抱
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。  

 

さ
て
、
私
は
こ
れ
ま
で
《
幻
想
》
の
語
を
か
な
り
幅
広
い
意
味
合
い
で
使
用
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
賢
治

自
身
の
用
法
の
問
題
も
あ
っ
て
、
《
幻
覚
》
や
《
夢
》
を
も
包
含
し
た
概
念
で
あ
っ
た
。
賢
治
に
お
け
る
「
無

意
識
」
を
心
理
学
的
に
扱
う
場
合
、
《
幻
覚
》
《
夢
》
《
幻
想
》
の
そ
れ
ぞ
れ
を
区
別
し
て
用
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
今
後
も
、
必
ず
し
も
明
確
な
言
葉
の
使
い
分
け
の
で
き
な
い

こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。 

基
本
的
に
は
賢
治
の
用
法
に
従
っ
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。  

 

賢
治
が
「
無
意
識
」
か
ら
の
発
現
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
の
は
《
幻
想
》
と
《
夢
》
で
あ
っ
た
（
「
幻

想
及
夢
と
実
在
」
の
メ
モ
が
「
〔
東
の
雲
は
は
や
く
も
蜜
の
い
ろ
に
燃
え
〕
」 

下
書
稿
（
二
）
裏
に
あ
る
）
。

「
無
意
識
」
と
《
夢
》
と
の
関
わ
り
で
考
え
る
な
ら
ば
、
当
時
す
で
に
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
の
我
が
国
へ
の
紹

介
が
行
わ
れ
て
お
り
、
賢
治
に
と
っ
て
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
学
は
「
無
意
識
」
の
問
題
を
究
明
す
る
科
学

と
し
て
、
充
分
関
心
の
範
囲
内
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。  

 

賢
治
と
フ
ロ
イ
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
大
塚
常
樹
が
「
『
春
谷
暁
臥
』
論 

―
《
春
》
の
象
徴
と
、

フ
ロ
イ
ト
、
エ
リ
ス
」
や
、
「
無
意
識
が
見
さ
せ
る
夢 

―
中
生
代
爬
虫
の
悪
夢
」
（
と
も
に
『
宮
沢
賢
治 

 

心
象
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

宇
宙
論
』
朝
文
社
、
平
５
）
で
論
じ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
賢
治
は
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析

学
に
関
す
る
知
識
を
か
な
り
有
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
私
は
、
フ
ロ
イ
ト
に
関
し
て
大
塚
論
以
上
に
付

け
加
え
る
べ
き
何
も
持
た
な
い
が
、
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
学
の
賢
治
に
と
っ
て
の
意
義
を
考
え
て
み
た
場

合
、
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
か
ら
は
、
賢
治
は
何
も
期
待
す
る
も
の
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

フ
ロ
イ
ト
は
「
無
意
識
」
が
《
夢
》
と
し
て
「
意
識
」
に
昇
っ
て
く
る
こ
と
を
数
々
の
臨
床
例
か
ら
帰
納
的

に
証
明
し
て
い
る
。
賢
治
は
確
か
に
こ
の
フ
ロ
イ
ト
の
「
無
意
識
」
と
《
夢
》
と
の
構
造
性
へ
の
洞
察
に
関

心
を
示
し
た
。
し
か
し
、
フ
ロ
イ
ト
が
「
無
意
識
」
に
与
え
た
性
格
は
、
賢
治
が
期
待
し
て
い
る
も
の
と
は

明
ら
か
に
逆
の
も
の
で
あ
っ
た
。
フ
ロ
イ
ト
の
「
無
意
識
」
は
エ
ス
と
し
て
の
欲
動
（
本
能
）
の
働
き
を
有

す
る
た
め
、
賢
治
に
と
っ
て
フ
ロ
イ
ト
の
証
明
し
た
「
無
意
識
」
は
、
賢
治
の
信
じ
る
天
台
教
学
で
い
う
第

七
識
末
那
識
レ
ベ
ル
で
の
「
無
意
識
」
の
証
明
で
あ
り
、
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
で
は
第
九
識
菴
摩
羅
識
の
証
明

に
は
至
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。  

 

そ
れ
ゆ
え
、
賢
治
が
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
に
つ
い
て
語
っ
た
大
正
一
四
年
二
月
の
森
佐
一
宛
書
簡
に
み
え

る
「
心
理
学
」
の
語
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
心
理
学
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
こ
の

書
簡
は
多
く
の
賢
治
研
究
書
に
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
資
料
な

の
で
次
に
示
す
。  

 
 

前
に
私
の
自
費
で
出
し
た
「
春
と
修
羅
」
も
、
亦
そ
れ
か
ら
あ
と
只
今
ま
で
書
き
付
け
て
あ
る
も
の



も
、
こ
れ
ら
は
み
ん
な
到
底
詩
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
が
こ
れ
か
ら
、
何
と
か
し
て
完
成
し
た
い
と
思

っ
て
居
り
ま
す
、
或
る
心
理
学
的
な
仕
事
の
仕
度
に
、
正
統
な
勉
強
の
許
さ
れ
な
い
間
、
境
遇
の
許
す

限
り
、
機
会
の
あ
る
度
毎
に
、
い
ろ
い
ろ
な
条
件
の
下
で
書
き
取
っ
て
置
く
、
ほ
ん
の
粗
硬
な
心
象
の

ス
ケ
ッ
チ
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。  

  

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
先
に
一
部
引
用
し
た
も
の
だ
が
、
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
に
関
し
て
森
佐
一
宛
書
簡
と

ほ
ぼ
同
様
の
見
解
が
読
み
取
れ
る
大
正
一
四
年
一
二
月
二
〇
日
付
の
岩
波
茂
雄
宛
書
簡
を
、
次
に
示
す
。  

 
 
 
 
  

 
 

わ
た
く
し
は
岩
手
県
の
農
学
校
の
教
師
を
し
て
居
り
ま
す
が
六
七
年
前
か
ら
歴
史
や
そ
の
論
料
、
わ

れ
わ
れ
の
感
ず
る
そ
の
ほ
か
の
空
間
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
も
お
か
し
な
感
じ
や
う
が

し
て
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
わ
た
く
し
は
さ
う
云
ふ
方
の
勉
強
も
せ
ず
ま
た
風
だ
の
稲
だ
の
に
と
か

く
ま
ぎ
れ
勝
ち
で
し
た
か
ら
、
わ
た
く
し
は
あ
と
で
勉
強
す
る
と
き
の
仕
度
に
と
そ
れ
ぞ
れ
の
心
も
ち

を
そ
の
と
ほ
り
科
学
的
に
記
載
し
て
置
き
ま
し
た
。
そ
の
一
部
分
を
わ
た
く
し
は
柄
に
も
な
く
昨
年
の

春
本
に
し
た
の
で
す
。
心
象
ス
ケ
ッ
チ
春
と
修
羅
と
か
何
と
か
題
し
て
関
根
と
い
ふ
店
か
ら
自
費
で
出

し
ま
し
た
。
友
人
の
先
生
尾
山
と
い
ふ
人
が
詩
集
と
銘
を
う
ち
ま
し
た
。
詩
と
い
ふ
こ
と
は
わ
た
く
し

も
し
ら
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
厳
密
に
事
実
の
と
ほ
り
に
記
録
し
た
も
の
を
何
だ
か

い
ま
ま
で
の
つ
ぎ
は
ぎ
し
た
も
の
と
混
ぜ
ら
れ
た
の
は
不
満
で
し
た
。
（
―
中
略
―
）
わ
た
く
し
は
渇

い
た
や
う
に
勉
強
し
た
い
の
で
す
。
貪
る
よ
う
に
読
み
た
い
の
で
す
。
も
し
も
あ
の
田
舎
く
さ
い
売
れ

な
い
わ
た
く
し
の
本
と
あ
な
た
が
お
出
し
に
な
る
哲
学
や
心
理
学
の
立
派
な
著
述
と
を
幾
冊
で
も
お

取
り
換
へ
下
さ
い
ま
す
な
ら
わ
た
く
し
の
感
謝
は
申
し
あ
げ
ら
れ
ま
せ
ん
。  

  

こ
の
二
つ
の
書
簡
か
ら
掴
み
得
る
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
と
は
、
或
る
心
理
学
的
な
勉
強
の
準
備
と
し
て
現

在
の
心
も
ち
を
科
学
的
に
正
確
に
記
録
し
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
或
る
心
理
学
的

な
勉
強
の
準
備
と
は
、
天
台
教
学
に
お
け
る
九
識
説
（
第
九
識
菴
摩
羅
識
の
実
在
）
を
、
科
学
と
し
て
の
心

理
学
を
用
い
て
証
明
す
る
た
め
の
準
備
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
《
幻
想
》
や
《
夢
》
の
正
確
な
記
録
が
研

究
資
料
と
し
て
必
要
で
あ
っ
た
、
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。  

  
 
 

四 
 

賢
治
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
心
理
学 

  
 

賢
治
が
第
九
識
菴
摩
羅
識
の
実
在
の
証
明
と
し
て
期
待
し
た
心
理
学
と
は
ど
の
よ
う
な
心
理
学
で
あ
っ

た
の
か
。
私
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
心
理
学
が
そ
れ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

   

信
仰
を
持
つ
科
学
者
と
し
て
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
が
、
賢
治
に
と
っ
て
い
か
に
刺
激
的
な
存
在

と
し
て
あ
り
得
た
か
、
特
に
、
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
（
一
九
〇
一
〜
一
九
〇
二
）
で
追
究
し
た
宗
教
的

神
秘
体
験
と
「
無
意
識
」
領
域
と
の
関
連
の
考
察
が
、
い
か
に
賢
治
を
鼓
舞
す
る
内
容
で
あ
っ
た
か
を
考
え

た
と
き
、
賢
治
の
期
待
し
た
心
理
学
の
一
つ
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
心
理
学
を
想
定
し
て
み
る
こ

と
は
、
そ
れ
ほ
ど
唐
突
な
こ
と
で
な
い
こ
と
が
分
か
る
は
ず
だ
。
端
的
に
い
っ
て
、
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』

で
の
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
ね
ら
い
は
、
当
時
医
学
・
心
理
学
に
よ
り
病
的
範
疇
に
追
い 

込
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
宗
教
的
神
秘
体
験
の
失
地
回
復
で
あ
っ
た
。  



 
 
 
 

―
略
― 

先
生
先
生
山
地
の
上
の
重
た
い
も
や
の
う
し
ろ
か
ら 

赤
く
潰
れ
た
を
か
し
な
も
の
が
デ

 昇
て
く
る
と
い
ふ 

 
 
 
 

（
そ
れ
は
潰
れ
た
赤
い
信
頼
！ 

 
 
 
 

天
台
、 
ジ
ェ
ー
ム
ス
そ
の
他
に
よ
れ
ば
！
）  

 
 
 

―
略
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
「
林
学
生
」 

『
春
と
修
羅
』 

第
二
集
）  

  

賢
治
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
名
を
書
き
記
し
た
の
は
こ
の
詩
だ
け
で
、
他
に
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
「
意

識
の
流
れ
」
説
に
関
わ
る
と
推
定
さ
れ
る
詩
「
〔
黒
と
白
と
の
細
胞
の
あ
ら
ゆ
る
順
列
を
つ
く
り
〕
」
が
あ

る
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
漱
石
の
ジ
ェ
ー
ム
ス
受
容
の
場
合
と
は
異
な
り
、
賢
治
の
場
合
ジ
ェ
ー
ム
ス
の

影
響
を
確
実
に
示
す
資
料
は
乏
し
い
。
し
か
し
、
天
台
と
ジ
ェ
ー
ム
ス
が
併
記
さ
れ
た
事
実
は
、
賢
治
に
お

け
る
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
意
義
を
語
っ
て
余
り
あ
る
と
い
え
る
。
天
台
―
伝
教
―
日
蓮
―
智
学
と
続
く
流
れ
は
、

法
華
経
の
信
者
で
あ
る
賢
治
に
と
っ
て
は
生
命
線
の
如
き
も
の
で
あ
り
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
は
そ
の
天
台
と
同
格

の
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。  

 

詩
「
林
学
生
」
に
お
け
る
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
す
で
に
栗
原
敦
の
「
賢
治
の 

『
月
』
」

（
「
賢
治
研
究
」
第
34
号
、
昭
59
。
の
ち
追
補
し
て
『
宮
沢
賢
治 

透
明
な
軌
道
の
上
か
ら
』
新
宿
書
房
、

平
４
に
再
録
）
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
に
関
し
て
も
賢
治
へ
の
影
響
の
可

能
性
が
具
体
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
内
田
朝
雄
も
賢
治
と
ジ
ェ
ー
ム
ス
と
の
関
係
に
注
目
し
て
お

り
、
『
続
・
私
の
宮
沢
賢
治
』
（
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
昭
63
）
で
一
章
を
立
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
ほ

か
、
香
取
直
一
、
大
塚
常
樹
、
倉
橋
健
一
に
も
そ
れ
ぞ
れ
ジ
ェ
ー
ム
ス
に
言
及
し
た
論
が
あ
り
、
賢
治
の
ジ

ェ
ー
ム
ス
受
容
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。  

 

こ
れ
か
ら
引
用
す
る
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
の
本
文
は
、
佐
藤
繁
彦
・
佐
久
間
鼎
共
訳
『
宗
教
的
経
験

の
種
々
』
（
星
文
館
、
大
３
）
、
な
ら
び
に
、
比
屋
根
安
定
訳 

『
全
訳 

宗
教
的
経
験
の
諸
相
（
人
間
性

の
研
究
）
』
（
警
醒
社
書
店
、
大
11
）
で
あ
る
。
私
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
著
作
が
賢
治
の
《
心
象
ス
ケ
ッ

チ
》
の
成
立
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
と
推
定
し
て
い
る
の
で
、
『
春
と
修
羅
』
第
一
集
「
屈
折
率
」
の

成
立
（
大
正
一
一
年
一
月
六
日
）
以
前
の
刊
行
で
あ
る
、
佐
藤
繁
彦
・
佐
久
間
鼎
共
訳
『
宗
教
的
経
験
の
種
々
』

を
基
本
に
考
察
を
進
め
た
い
と
考
え
る
。
た
だ
、
こ
の
本
は
全
二
十
講
の
う
ち
の
前
半
十
講
ま
で
の
訳
出
で

あ
り
、
第
十
一
講
以
降
に
関
し
て
は
比
屋
根
安
定
訳
の
『
全
訳 

宗
教
的
経
験
の
諸
相
（
人
間
性
の
研
究
）
』

を
用
い
る
こ
と
を
付
し
て
お
き
た
い
。
比
屋
根
安
定
訳
は
大
正
一
一
年
一
〇
月
の
刊
行
で
あ
り
、
《
心
象
ス

ケ
ッ
チ
》
の
成
立
時
期
に
は
間
に
合
っ
て
い
な
い
。
む
ろ
ん
、
賢
治
が
原
書
を
取
り
寄
せ
て
読
ん
で
い
た
と

考
え
れ
ば
、
論
証
上
矛
盾
の
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
ち
な
み
に
漱
石
は
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
『
多
元
的
宇
宙
』
を

原
書
で
読
ん
で
お
り
、
そ
の
明
晰
な
文
章
に
感
心
し
た
こ
と
が
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

   

ま
ず
、
第
一
講
「
宗
教
と
神
経
学
」
か
ら
引
用
す
る
。  

  

実
際
上
の
事
柄
と
し
て
極
端
に
宗
教
生
活
を
追
及
す
る
と
、
並
外
れ
の
風
変
わ
り
の
人
間
が
出
来
る

と
い
ふ
事
は
疑
が
な
い
。
私
は
今
普
通
の
宗
教
信
者
即
自
分
の
国
の
習
慣
的
儀
式
を
遵
法
す
る
人
を
言

ふ
の
で
は
な
い
。
仏
教
信
者
で
も
基
督
信
者
で
も
回
教
信
者
で
も
是
れ
は
問
は
な
い
の
で
あ
る
。
普
通



の
宗
教
信
者
の
宗
教
は
他
人
に
よ
つ
て
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
伝
説
に
よ
つ
て
伝
へ
ら
れ
模

倣
に
よ
つ
て
固
定
せ
る
形
式
に
定
め
ら
れ
習
慣
に
よ
つ
て
維
が
れ
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
斯
る
間
接
的

宗
教
生
活
を
研
究
す
る
の
は
少
し
も
益
が
な
い
。
多
数
の
人
人
に
示
唆
と
な
り
、
感
情
模
倣
を
促
せ
し

行
為
の
模
倣
提
出
者
な
り
し
原
本
的
経
験
を
寧
ろ
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
斯
る
経
験
は

宗
教
が
緩
慢
な
習
慣
と
し
て
存
在
す
る
人
に
は
な
い
の
で
、
寧
ろ
鋭
敏
な
熱
病
と
し
て
存
在
す
る
人
に

あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
然
し
斯
る
個
人
は
宗
教
方
面
の
天
才
で
あ
る
。
そ
し
て
伝
説
の
ベ
ー
ヂ
に
紀
念

さ
る
ゝ
程
十
分
な
有
効
な
結
果
を
齎
し
た
他
の
多
く
の
天
才
と
同
じ
く
、
宗
教
的
天
才
は
屡
々
神
経
的

動
揺
の
徴
症
を
表
は
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
宗
教
的
指
導
者
が
異
常
な
心
的
発
作
に
支
配
さ
れ
た
事
は

恐
ら
く
他
の
方
面
の
天
才
よ
り
多
い
の
で
も
あ
ら
う
。
宗
教
的
指
導
者
は
常
に
非
常
な
情
緒
的
鋭
感
性

の
人
々
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
調
和
の
な
い
内
的
生
活
を
送
つ
て
居
る
事
も
屡
々
で
、
し
か
も
其
の
生

涯
の
一
部
分
は
憂
愁
の
生
涯
で
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
中
庸
と
い
ふ
事
が
出
来
ず
に
悪
魔
の
外
襲
や
固

定
観
念
に
囚
は
れ
た
の
で
あ
る
。
失
魂
の
境
に
入
る
事
も
度
々
で
音
を
聞
い
た
り
幻
を
見
た
り
す
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
普
通
病
的
と
し
て
分
類
さ
れ
て
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
特
性
を
現
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

そ
の
上
屡
々
そ
の
生
涯
に
於
け
る
病
的
特
性
が
宗
教
的
権
威
と
感
化
と
を
与
え
る
上
に
役
に
立
つ
て

居
る
の
で
あ
る
。  

  

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、「
宗
教
的
指
導
者
」
が
「
普
通
病
的
と
し
て
分
類
さ
れ
」
る
性
質
を
持
つ
点
に
、

ジ
ェ
ー
ム
ス
の
注
目
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
悪
魔
の
外
襲
や
固
定
観
念
に
囚
は
れ
」
た
り
、
「
失
魂
の

境
に
入
る
事
も
度
々
で
音
を
聞
い
た
り
幻
を
見
た
り
す
る
」
こ
と
が
、
「
宗
教
的
権
威
と
感
化
と
を
与
え
る

上
に
役
に
立
つ
て
居
る
」
の
だ
と
も
分
析
し
て
い
る
。
賢
治
が
《
幻
視
》
や
《
幻
聴
》
の
所
有
者
で
あ
る
こ

と
は
、
す
で
に
繰
り
返
し
述
べ
た
が
、
賢
治
の
《
幻
視
》
や
《
幻
聴
》
も
ま
た
「
原
本
的
経
験
」
と
し
て
ジ

ェ
ー
ム
ス
の
研
究
対
象
と
な
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。  

 

次
は
、
第
十
講
「
回
心
（
完
）
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
引
用
箇
所
に
至
る
前
提
と
し
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ス

が
心
理
学
上
の
最
も
重
大
な
進
歩
と
し
て
無
意
識
の
発
見
を
挙
げ
、
ビ
ネ
ー
、
ジ
ャ
ネ
ー
、
ブ
ロ
イ
エ
ル
、

フ
ロ
イ
ト
、
メ
イ
ソ
ン
、
プ
リ
ン
ス
ら
の
行
っ
た
ヒ
ス
テ
リ
ー
患
者
の
「
意
識
下
的
意
識
」
に
つ
い
て
の
研

究
を
「
驚
嘆
す
べ
き
研
究
」
と
評
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
無
意
識
の
発
見
は
「
宗
教
上
の
文
献
に
載
つ
て

ゐ
る
多
く
の
現
象
に
光
を
投
げ
る
」
こ
と
を
記
し
て
い
る
こ
と
、
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。  

 
 

そ
し
て
予
に
は
彼
等
（
ビ
ネ
ー
ら
の
心
理
学
者
―
筆
者
注
）
が
必
至
的
の
前
進
を
す
る
と
思
は
れ
る
。

知
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
ゝ
比
論
に
よ
つ
て
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
も
の
を
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
今
後
わ

れ
わ
れ
が
自
動
現
象
に
出
遭
ふ
毎
に
、
そ
れ
が
運
動
的
衝
動
で
あ
れ
、
憑
依
的
観
念
で
あ
れ
、
思
ひ
が

け
な
い
気
ま
ぐ
れ
で
あ
れ
、
妄
想
で
あ
れ
、
幻
覚
で
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
先
づ
最
初
に
果
た
し
て
そ
れ

が
心
の
意
識
以
下
の
域
に
お
い
て
洗
錬
せ
ら
れ
た
観
念
が
、
通
常
の
識
野
の
中
へ
突
入
し
て
来
た
も
の

か
ど
う
か
検
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
故
に
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
源
泉
を
被
験
者
の
次
意
識
的
生
活
に
求

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
催
眠
術
の
場
合
に
は
わ
れ
わ
れ
自
ら
示
唆
に
よ
つ
て
源
泉
を
創
造
す
る
。
そ

こ
で
直
接
に
そ
れ
を
知
つ
て
ゐ
る
。
ヒ
ス
テ
リ
ア
の
場
合
に
は
源
泉
た
る
失
は
れ
た
記
憶
が
、
巧
な

種
々
の
方
法
に
よ
つ
て
患
者
の
意
識
下
か
ら
描
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
方
法
は
書
物
に

就
く
が
よ
ろ
し
い
。
他
の
病
理
的
の
場
合
例
へ
ば
狂
的
妄
想
、
或
は
精
神
病
理
的
憑
依
に
お
い
て
は
、

そ
の
原
因
を
尚
未
だ
求
め
行
く
べ
き
で
あ
る
が
、
比
論
に
よ
つ
て
又
そ
れ
が
意
識
下
の
地
域
に
な
け
れ

ば
な
る
ま
い
。
そ
の
地
域
は
わ
れ
わ
れ
の
方
法
の
改
善
が
片
鱗
を
捕
へ
得
よ
う
と
す
る
か
に
想
像
せ
ら



れ
る
。
論
理
的
に
想
定
せ
ら
れ
る
べ
き
機
制
が
あ
る
―
―
し
か
し
そ
の
想
定
は
実
証
の
道
程
に
お
い
て

な
さ
れ
る
べ
き
仕
事
の
莫
大
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
ん
で
ゐ
る
。
人
間
の
宗
教
的
経
験
と
い
ふ
も
の
が
そ

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
自
分
の
役
割
を
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。  

  

こ
こ
で
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
、
「
運
動
的
衝
動
」
「
憑
依
的
観
念
」
「
思
ひ
が
け
な
い

気
ま
ぐ
れ
」
「
妄
想
」
「
幻
覚
」
な
ど
の
「
自
動
現
象
」
に
出
会
っ
た
場
合
、
そ
れ
が
無
意
識
領
域
か
ら
生

じ
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
「
宗
教
的
経
験
」
も
ま
た
「
自
動
現

象
」
の
一
つ
と
し
て
、
無
意
識
領
域
を
検
証
す
る
た
め
の
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
賢
治
の
無
意
識
領
域
に
関
す
る
理
解
が
、
「
宗
教
的
経
験
」
を

無
意
識
領
域
か
ら
生
じ
る
と
す
る
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
心
理
学
的
洞
察
に
き
わ
め
て
近
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
賢
治
の
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
は
「
心
理
学
的
な
仕
事
の
仕
度
」
（
前
掲
森
佐
一
宛
書
簡
）
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
い
う
「
実
証
の
道
程
に
お
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
仕
事
の
莫
大
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
」
の
一
つ
と
し
て
賢
治
の
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
の
役
割
も
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。  

 
 

し
か
し
諸
君
が
正
統
派
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
つ
て
、
心
理
学
者
と
し
て
の
予
の
問
ひ
か
け
る
の
に
、

一
現
象
を
そ
の
意
識
下
的
自
我
に
引
合
わ
せ
て
論
ず
る
こ
と
が
神
の
直
接
現
存
の
考
を
全
く
排
除
し

な
い
か
ど
う
か
を
以
て
す
る
な
ら
ば
、
予
は
明
ら
さ
ま
に
心
理
学
者
と
し
て
必
然
的
に
さ
う
な
る
筈
で

あ
る
と
い
ふ
所
以
を
見
な
い
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
識
下
的
の
も
の
ゝ
顕
現
の
低
級
な
も
の

は
、
実
に
そ
の
人
物
の
資
力
の
以
内
に
局
限
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
不
注
意
に
取
込
ま
れ
意
識
下
に
記
憶
せ

ら
れ
又
結
合
せ
ら
れ
た
彼
の
通
常
の
感
覚
材
料
は
、
あ
ら
ゆ
る
彼
の
常
例
的
自
動
現
象
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
。
が
恰
も
わ
れ
わ
れ
の
よ
く
覚
め
て
ゐ
る
第
一
意
識
が
わ
れ
わ
れ
の
感
官
を
材
料
物
質
の
接
触

に
委
ね
て
あ
る
の
で
、
若
し
直
接
に
わ
れ
わ
れ
に
触
れ
得
る
高 

等
な
心
霊
的
エ

イ

ヂ

エ

ン

シ

ー

代
理
機
関
が
あ
る
と
し
た
な
ら
さ
う
い
ふ
接
触
を
な
す
心
理
的
条
件
が
そ
れ
ら
に
対
し

て
進
路
を
開
い
て
や
る
や
う
な
意
識
下
的
地
域
を
所
有
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
の
は
、
論
理
的
に

受
取
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
覚
醒
的
生
活
の
喧
噪
は
門
戸
を
閉
ぢ
て
し
ま
ふ
が
、
夢
の
中
を
辿
る
や

う
な
意
識
下
で
は
そ
れ
が
少
し
か
ま
た
は
全
く
開
か
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

第
十
講
「
回
心
（
完
）
」
）  

  

こ
こ
で
ジ
ェ
ー
ム
ス
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
全
て
の
「
自
動
現
象
」
が
無
意
識
領
域
か
ら
生
じ
て
い

る
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
場
合
、
神
の
実
在
は
心
理
学
的
に
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
問
題
は
賢
治
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
は
、
無
意
識
領
域
の
或
る
場
所
に
神
が

直
接
わ
れ
わ
れ
に
触
れ
得
る
「
高
等
な
心
霊
的
代
理
機
関
」
を
想
定
す
れ
ば
、
神
の
実
在
は
心
理
学
的
に
否

定
で
き
な
い
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
高
等
な
心
霊
的
代
理
機
関
」
の
考
え
方
が
、
賢
治
の
第
九
識
菴

摩
羅
識
の
実
在
の
証
明
に
可
能
性
を
開
い
て
い
る
こ
と
は
、
殊
に
重
要
で
あ
る
。  

 
 

意
識
下
的
自
我
の
観
念
は
多
分
わ
が
研
究
の
こ
の
点
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
、
高
等
な
る
も
の
ゝ
透

入
と
い
ふ
一
切
の
観
念
を
排
し
去
る
も
の
と
見
る
を
要
し
な
い
。
若
し
わ
れ
わ
れ
に
感
銘
を
与
え
得
る

高
等
な
力
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
唯
意
識
下
的
門
戸
を
通
じ
て
の
み
わ
れ
わ
れ
に
侵
入
し
得
る
で
あ

ら
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

第
十
講
「
回
心
（
完
）
」
） 

 



 
ジ
ェ
ー
ム
ス
は
、
宗
教
的
回
心
の
よ
う
な
体
験
例
の
場
合
「
高
等
支
配
の
感
」
が
付
随
す
る
事
実
を
指
摘

し
、
「
高
等
な
心
霊
的
代
理
機
関
」
の
存
在
を
予
言
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
「
高
等
な
心
霊
的
代
理
機
関
」

の
存
在
す
る
場
所
は
「
意
識
下
的
自
我
」
（
無
意
識
）
の
領
域
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
、
科

学
者
と
し
て
の
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
主
張
で
あ
る
。  

 

次
は
、
第
十
六
、
十
七
講
「
神
秘
主
義
」
か
ら
の
引
用
で
、
比
屋
根
安
定
訳
『
全
訳 

宗
教
的
経
験
の
諸

相
（
人
間
性
の
研
究
）
』
の
本
文
を
用
い
る
。
賢
治
は
「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
で
「
神
秘
主
義
は
絶
え
ず

新
た
に
起
る
で
あ
ら
う
」
と
神
秘
主
義
に
触
れ
て
お
り
、
ま
た
、
詩
「
林
学
生
」
の
下
書
稿
に
も
ジ
ェ
ー
ム

ス
と
の
関
連
で
「
神
秘
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
、
第
十
六
、
十
七
講
で
の
「
神
秘
主

義
」
の
記
述
が
注
目
さ
れ
る
。  

 
 

宗
教
的
神
秘
主
義
に
就
い
て
は
、
以
上
の
点
だ
け
を
い
ふ
。
然
し
、
も
つ
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
事
が

残
つ
て
ゐ
る
。
と
い
ふ
訳
は
、
宗
教
的
神
秘
主
義
は
神
秘
主
義
の
半
分
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
神

秘
主
義
の
他
の
半
分
は
精
神
錯
乱
を
説
く
教
科
書
が
も
た
ら
す
伝
統
の
ほ
か
に
、
何
ら
伝
統
の
集
ま
つ

た
も
の
を
有
し
て
ゐ
な
い
。
精
神
錯
乱
に
つ
い
て
述
べ
る
教
科
書
の
一
つ
を
、
開
い
て
御
覧
。
さ
す
れ

ば
諸
君
は
、
「
神
秘
的
観
念
」
な
る
も
の
は
、
衰
へ
た
或
は
迷
つ
た
精
神
状
態
の
著
し
い
徴
候
で
あ
る

と
て
引
用
す
る
箇
所
が
数
お
ほ
い
さ
ま
を
、
見
ら
る
ゝ
で
あ
ら
う
。
妄
想
的
精
神
錯
乱
は
、
或
は
こ
れ

が
慢
性
的
精
神
病
（p

a
r
a
n
o
i
a

）
と
時
に
呼
ば
れ
る
が
、
こ
の
妄
想
的
精
神
錯
乱
の
な
か
に
は
、
宗
教

的
神
秘
主
義
の
逆
転
し
た
一
種
で
あ
る
悪
魔
的
神
秘
主
義
が
、
お
こ
り
得
る
。
宗
教
的
神
秘
主
義
と
同

じ
や
う
に
悪
魔
的
神
秘
主
義
の
な
か
に
も
、
些
細
な
こ
と
を
言
葉
に
絶
す
る
ほ
ど
の
一
大
事
で
あ
る
と

お
も
ふ
感
じ
が
あ
る
し
、
新
し
い
意
味
を
も
た
ら
す
聖
句
や
言
葉
が
あ
る
し
、
同
じ
や
う
な
声
・
ま
ぼ

ろ
し
・
導
き
・
使
命
が
あ
る
し
、
外
部
の
力
に
支
配
さ
れ
る
さ
ま
も
同
じ
で
あ
つ
て
、
宗
教
的
神
秘
主

義
と
悪
魔
的
神
秘
主
義
と
は
似
通
う
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
ゞ
悪
魔
的
神
秘
主
義
の
場
合
で
は
、
感
動

が
悲
観
的
に
か
た
む
き
、
慰
め
の
か
は
り
に
私
ど
も
は
憂
愁
を
感
じ
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
恐
し
く
、
そ

の
力
は
生
命
を
う
ば
ふ
敵
で
あ
る
。
明
に
、
神
秘
主
義
の
心
理
的
機
関
の
見
地
か
ら
み
る
と
、
神
秘
主

義
の
典
型
と
こ
れ
ら
低
級
な
神
秘
主
義
と
は
、
お
な
じ
心
の
段
階
か
ら
発
し
て
ゐ
て
、
即
ち
大
な
る
副

意
識
的
あ
る
ひ
は
超
縁
辺
的
な
境
界
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
副
意
識
の
境
界
に
つ
い
て
、
科

学
が
こ
の
存
在
を
認
め
初
め
て
ゐ
る
も
の
ゝ
、
そ
れ
に
関
し
て
真
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
は
、
殆
ど

な
い
。
こ
の
副
意
識
界
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
を
蔵
し
て
ゐ
る
。
「
天
使
と
蛇
」
と
が
、
並
び
住
ん
で
ゐ
る
。

そ
の
境
界
か
ら
来
る
の
に
、
誤
り
な
き
信
任
状
と
て
は
一
つ
も
な
い
。
来
る
も
の
は
、
選
び
分
け
ら
れ

吟
味
さ
れ
、
ま
た
経
験
の
全
体
に
て
叩
か
れ
鞭
う
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
有
様
は
感
覚
と
い

ふ
外
界
か
ら
来
た
も
の
が
吟
味
さ
れ
る
の
と
、
同
じ
で
あ
る
。
私
ど
も
が
神
秘
主
義
者
で
な
い
か
ぎ
り
、

副
意
識
界
の
価
値
は
、
経
験
派
の
方
法
が
こ
れ
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

 
 

ジ
ェ
ー
ム
ス
の
言
に
従
う
な
ら
、「
神
秘
主
義
」
に
は
、
宗
教
的
神
秘
主
義
と
悪
魔
的
神
秘
主
義
が
あ
り
、

そ
の
二
つ
は
心
理
学
見
地
か
ら
見
た
場
合
区
別
が
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
宗
教
的
神
秘
主
義
と
悪

魔
的
神
秘
主
義
は
、
共
に
「
副
意
識
的
あ
る
ひ
は
超
縁
辺
的
な
境
界
」
（
無
意
識
領
域
）
を
出
所
に
し
て
お

り
、
現
時
点
で
の
科
学
で
は
そ
の
機
構
の
詳
し
い
こ
と
は
分
か
っ
て
お
ら
ず
、
「
副
意
識
の
価
値
は
、
経
験

派
の
方
法
が
こ
れ
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
「
経
験
派
の
方
法
」
と
は
、
ジ

ェ
ー
ム
ス
自
身
が
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
に
お
い
て
採
用
し
た
方
法
で
あ
り
、
書
中
に
膨
大
な
「
宗
教
的

経
験
」
の
記
録
が
引
用
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。  



 
賢
治
に
と
っ
て
、
「
こ
の
副
意
識
界
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
を
蔵
し
て
ゐ
る
。
『
天
使
と
蛇
』
と
が
、
並
び
住

ん
で
ゐ
る
。
」
と
の
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
分
析
は
、
自
己
の
《
幻
想
》
体
験
に
照
ら
し
て
全
く
頷
け
る
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
無
意
識
領
域
に
住
む
《
天
使
》
と
《
蛇
》
を
ど
の
よ
う
に
分
別
し
た
ら
よ
い
の
か
、
賢

治
に
と
っ
て
最
も
切
実
な
課
題
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
賢
治
が
《
心
象
》
を
《
ス
ケ
ッ
チ
》
し
た
事
実
は
、
第

九
識
菴
摩
羅
識
の
実
在
の
証
明
を
、
「
経
験
の
全
体
に
て
叩
か
れ
鞭
う
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る

ジ
ェ
ー
ム
ス
の
「
経
験
派
の
方
法
」
を
用
い
て
果
た
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
私
は
考
え
て
い

る
。  

 
 
 
 
 
 
 

＊ 
 
 
 
 

＊ 
 
 
 
 

＊ 
 

「
近
代
科
学
の
実
証
と
求
道
者
た
ち
の
実
験
と
わ
れ
ら
の
直
観
の
一
致
に
於
て
論
じ
た
い
」
と
は
、
「
農

民
芸
術
概
論
綱
要
」
の
「
序
論
」
で
主
張
し
た
賢
治
の
農
民
芸
術
に
関
す
る
基
本
理
念
で
あ
る
が
、
こ
の
「
科

学
」
と
「
宗
教
」
と
「
直
観
」
の
一
致
と
い
う
三
位
一
体
的
な
芸
術
観
は
、
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
の
場
合
に

も
当
て
は
ま
る
こ
と
の
よ
う
に
思
う
。
科
学
を
心
理
学
、
宗
教
を
日
蓮
教
学
、
直
観
を
幻
想 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

体
験
と
読
み
替
え
る
こ
と
に
よ
り
、
「
農
民
芸
術
概 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

論
綱
要
」
で
の
主
張
は
、
そ
の
ま
ま
《
心
象
ス
ケ
ッ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

チ
》
の
基
本
理
念
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
の
ま
と
め
と
し
て
、
賢
治
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
の
成
立
の
場
を
図
に
よ
っ
て
示 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

賢
治
が
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
読
ん
だ
と
い
う
実
証
的
確
証
は
な
い
。
し
か
し
、  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

も
し
読
ん
で
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
科
学
者
で
あ
り 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
時
に
宗
教
者
で
あ
る
こ
と
に
生
涯
を
賭
し
た
ジ
ェ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ー
ム
ス
に
、
自
己
に
似
た
姿
を
見
出
し
た
こ
と
は
確 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
な
こ
と
だ
ろ
う
。
賢
治
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
心
理
学
を
、

「
第
九
識
菴
摩
羅
識
」
（
本
仏
の
識
）
の
実
在
を
検
証
す
る
方
法
と
し
て
期
待
し
、
そ
の
検
証
材
料
と
し
て

自
己
の
「
心
象
」
を
「
ス
ケ
ッ
チ
」
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
は
あ

く
ま
で
検
証
の
材
料
で
あ
る
が
ゆ
え
、
賢
治
は
書
き
残
し
た
作
品
を
「
ほ
と
け
さ
ん
の
あ
り
が
た
い
教
え
」

と
も
「
迷
い
の
跡
」
と
も
呼
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
の
こ
の
推
定
は
、
多
様
な
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》

の
実
相
の
す
べ
て
を
カ
バ
ー
し
う
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
基
本
的
性
格

の
あ
る
断
層
は
示
し
え
た
つ
も
り
で
あ
る
。  

   


