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一
　

自
知
の
構
造

最
終
講
義
と
い
う
の
は
、
準
備
に
入
る
と
や
は
り
む
ず
か
し
い
と
い

う
感
想
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
專

門
家
の
先
生
方
か
ら
、
私
の
專
門
以
外
の
領
域
を
學
ん
で
い
る
學
生
諸

君
ま
で
を
相
手
に
講
義
す
る
と
い
う
の
は
や
は
り
至
難
の
わ
ざ
で
す
。

ど
こ
に
照
準
を
合
わ
せ
て
も
、
不
滿
を
お
持
ち
に
な
る
方
が
出
る
の
を

覺
悟
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
最
初
は
、
過
去
に
な
さ
れ
た
先
生
方

の
よ
う
に
自
分
の
硏
究
歷
の
話
を
し
よ
う
か
と
も
思
っ
た
の
で
す
が
、

今
更
と
い
う
氣
も
し
て
や
め
ま
し
た
。
と
も
か
く
も
な
る
べ
く
平
易
を

心
懸
け
つ
つ
、
私
が
專
門
硏
究
を
通
し
て
考
え
た
こ
と
の
一
端
を
述
べ

て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

な
お
私
は
思
想
史
的
硏
究
と
思
想
分
析
の
兩
方
を
硏
究
し
て
き
ま
し

た
。
前
者
で
は『
衟
學
の
形
成
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
二
）、
後
者
で
は『
朱

熹
の
思
想
體
系
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
九
）
を
上
梓
し
て
い
ま
す
。
今

日
の
話
は
後
者
の
方
が
中
心
に
な
り
ま
す
。

ま
た
硏
究
對
𧰼
は
中
國
近
世
思
想
と
日
本
近
世
思
想
が
主
で
す
。

前
者
で
は
前
揭
の
二
册
、
後
者
で
は
『
江
戶
の
朱
子
學
』（
筑
摩
書
房
、

二
〇
一
四
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
今
囘
の
講
義
は
中
國
が
中
心
で
す
。

私
は
學
部
生
の
時
に
田
中
美
知
太
郞
の
著
作
を
愛
讀
し
て
い
ま
し

た
。
田
中
は
京
都
大
學
敎
授
で
、『
ソ
ク
ラ
テ
ス
』、『
プ
ラ
ト
ン
』、『
ツ

キ
デ
ィ
デ
ス
の
場
合
』
な
ど
の
ギ
リ
シ
ア
哲
學
、
史
學
關
係
の
著
作
を

物
し
て
い
て
、『
時
代
と
私
』
と
い
う
長
篇
の
自
傳
も
あ
り
ま
す
。
私

が
好
ん
だ
理
由
は
、
ま
ず
平
易
で
明
晰
な
日
本
語
で
哲
學
し
て
い
る
こ

最
終
講
義
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と
で
し
た
。
ま
た
し
っ
か
り
し
た
學
問
的
考
證
に
よ
っ
て
對
𧰼
に
肉
迫

し
な
が
ら
、
普
遍
的
な
哲
學
的
問
題
に
も
隨
時
論
乁
す
る
と
い
う
姿
勢

も
と
て
も
魅
力
的
で
し
た
。
私
も
さ
し
て
必
然
性
の
無
い
飜
譯
漢
語
の

使
用
を
最
小
限
に
と
ど
め
、
明
晰
に
議
論
す
る
こ
と
を
心
懸
け
て
い
ま

す
が
、そ
れ
に
は
田
中
の
影
響
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
私
の
最
終
課
題
の
一
つ
に
思
想
分
析
と
思
想
史
硏
究
の
兩
者
の
總

合
あ
る
い
は
連
結
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
も
田
中

の
一
連
の
著
作
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
面
が
あ
り
ま
す
。

私
が
大
學
に
入
っ
た
時
は
各
大
學
で
ス
ト
ラ
イ
キ
の
た
め
に
授
業

が
無
い
日
が
續
き
ま
し
た
。
そ
の
時
に
大
學
を
越
え
て
勉
强
會
を
す
る

と
い
う
企
畫
が
あ
り
、
そ
れ
に
參
加
し
ま
し
た
。
三
つ
の
講
義
が
企
畫

さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
と
マ
ッ
ク
ス･

ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
ポ
ア

ン
カ
レ
で
し
た
。
私
は
プ
ラ
ト
ン
の
『
國
家
』
講
讀
を
選
ん
だ
の
で
す

が
、
そ
れ
は
中
學
時
代
か
ら
哲
學
に
關
心
が
あ
り
プ
ラ
ト
ン
の
對
話
篇

も
い
く
つ
か
讀
ん
で
い
た
せ
い
で
し
た
。
講
讀
の
や
り
方
は
、
受
講
生

が
『
國
家
』
の
內
容
を
最
初
か
ら
順
に
要
約
し
、
そ
れ
に
對
し
て
講
師

が
解
說
を
加
え
る
と
い
う
も
の
で
し
た
が
、
擔
當
さ
れ
た
の
は
國
際
基

督
敎
大
學
の
川
田
殖
先
生
で
、
京
都
大
學
の
大
學
院
で
田
中
に
學
ば
れ

た
方
で
し
た
。
ま
こ
と
に
誠
實
な
感
じ
の
先
生
で
、
田
中
の
こ
と
も
う

か
が
え
た
の
は
う
れ
し
い
こ
と
で
し
た
。
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い
く
つ
も
讀
ん
だ
田
中
の
著
作
の
中
で
、
私
が
特
に
印
𧰼
に
殘
っ
て

い
る
本
の
中
に
『
人
生
論
風
に
』（
新
潮
社
、一
九
六
九
）
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
昭
和
四
十
二
年
の
中
ご
ろ
か
ら
昭
和
四
十
四
年
に
か
け
て
雜
誌

『
新
潮
』に
載
せ
た
文
章
を
ま
と
め
た
も
の
で
、そ
の
う
ち
の
一
章
に「
自

知
の
構
造
」
が
あ
り
ま
し
た
。
昭
和
四
十
四
年
は
學
生
運
動
が
絶
頂
を

迎
え
な
が
ら
、
內
ゲ
バ
で
內
部
崩
壞
し
始
め
た
頃
で
す
。
こ
の
學
生
運

動
で
は
「
自
己
批
判
」
が
流
行
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
當
時
中
國
で
吹

き
荒
れ
て
い
た
文
化
大
革
命
で
も
そ
れ
が
行
わ
れ
、
郭
沫
若
や
馮
友
蘭

は
い
ち
は
や
く
自
己
批
判
し
て
見
せ
、
話
題
に
な
り
、
誠
實
な
態
度
と

ほ
め
そ
や
し
た
大
手
マ
ス
コ
ミ
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
他
者

が
壓
力
を
か
け
て
自
己
批
判
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
純
粹
な
自
己
批

判
で
は
な
く
强
制
的
自
白
强
要
と
し
か
見
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
田
中
は

こ
の
よ
う
な
時
代
相
も
含
め
て
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
と
思
わ
れ
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
か
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
服
膺
し
た
デ
ル
ポ
イ
の
ア
ポ
ロ
ン

宮
に
揭
げ
ら
れ
て
い
た
「
汝
み
ず
か
ら
を
知
れ
」
と
い
う
語
の
意
味
を

さ
ぐ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
。

こ
の
「
自
知
の
構
造
」
で
は
、
自
分
が
自
分
の
心
を
見
る
と
い
う
問

題
が
丁
甯
に
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
田
中
は
こ
の
よ
う
に
言

い
ま
す
。

い
か
な
る
自
知
に
お
い
て
も
、「
知
る
」
自
己
は
、
ど
こ
ま
で
も

「
知
る
」
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
「
知
ら
れ
る
」
も
の
の

側
に
追
い
込
ん
で
、
そ
こ
に
全
體
的
な
自
己
を
捕
捉
し
よ
う
と
し

て
も
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、「
知
ら
れ
る
」
自
己
だ
け
で

あ
っ
て
、「
知
る
」
自
己
の
方
は
、わ
れ
わ
れ
の
捕
捉
を
の
が
れ
て
、

そ
の
外
に
殘
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る（

１
）。

以
下
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
が
續
き
、
更
に
同
書
所
收
の
「
行

爲
と
自
己
」
で
は

無
論
、「
こ
れ
は
わ
た
し
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
す

れ
ば
、「
わ
た
し
」
も
述
語
化
さ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な

仕
方
で
述
語
化
さ
れ
た
「
わ
た
し
」
と
い
う
の
は
「
自
知
の
構
造
」

に
お
け
る
「
知
ら
れ
る
」
自
己
と
同
じ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、「
主
體
」
と
し
て
の
「
わ
た
し
」
は
、
述
語
と
な
ら
ず

に
主
語
と
し
て
の
み
あ
る
方
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
、述
語
化
さ
れ
た
「
わ
た
し
」
は
失
格
で
あ
っ
て
、主
語
の
「
こ

れ
」
の
方
が
「
わ
た
し
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る（

２
）。

と
主
語
と
述
語
で
捉
え
な
お
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
田
中
に
は
ギ
リ
シ

ア
哲
學
の
學
識
が
根
本
に
あ
り
、
こ
こ
で
も
續
け
て
西
田
⺇
多
郞
が

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
主
語
と
述
語
の
規
定
を
使
用
し
て
「
場
所
」
と
か

「
無
」
と
か
言
う
の
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
立
ち
返
り
つ
つ
批
判
し

て
い
ま
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
デ
カ
ル
ト
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
引
き
な
が
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ら
議
論
を
進
め
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
『
形
而
上
學

論
考
』
の
「
す
べ
て
の
述
語
づ
け
は
事
柄
そ
の
も
の
の
う
ち
に
何
ら
か

の
基
礎
を
も
つ
と
い
う
の
は
動
か
し
難
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
命
題
が
自

同
的
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も―

と
い
う
こ
と
は
、
述
語
が
主
語
の
な

か
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
か
ら
さ
ま
に
示
さ
れ
て
い
な
い

場
合
で
も
、
そ
れ
は
實
質
的
（
潛
勢
的
）
に
は
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
語
を
引
き
つ
つ
、
實
は
述
語
は
單
獨
で

述
語
だ
け
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ず
主
語
が
含
ま
れ
ざ
る
を
え
な
い
と

い
う
面
が
あ
る
こ
と
に
註
意
を
う
な
が
し
て
い
ま
す（

３
）。

と
も
か
く
も
私
が
最
初
に
こ
れ
ら
の
文
章
を
讀
ん
だ
時
に
非
常
に
感

興
を
そ
そ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。
そ
し

て
、
後
に
中
國
南
宋
の
朱
熹
（
朱
子
、
一
一
三
〇
～
一
二
〇
〇
）
が
同
じ

問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
を
知
り
、
更
に
感
銘
を
深
め
ま
し
た
。
そ

れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
こ
の
こ
と
が
東
洋
思
想
と
西
洋
思
想
が
人
閒

の
根
源
的
な
思
想
的
問
題
に
對
す
る
關
心
と
省
察
を
共
有
し
て
い
る
め

ざ
ま
し
い
例
と
思
え
た
か
ら
で
す
。

二
　

朱
熹
の
觀
心
論

「
自
知
」
と
は
、
自
ら
を
知
る
と
い
う
こ
と
、
更
に
言
え
ば
、
自
分

の
心
を
自
分
で
省
察
す
る
こ
と
で
す
。
朱
熹
は
こ
れ
を
「
觀
心
」
と
呼

び
、「
觀
心
說
」（『
朱
子
文
集
』
六
七
）
と
い
う
論
文
を
書
い
て
い
ま
す
。

こ
の
「
觀
心
」、
つ
ま
り
「
心
を
觀
る
」
に
つ
い
て
は
、
東
京
大
學
の

山
井
湧
先
生
が
二
本
の
論
文
で
取
り
上
げ
ら
れ（

４
）、

助
手
時
代
に
そ
れ
を

讀
ん
だ
時
に
私
は
田
中
の
議
論
を
思
い
出
し
た
わ
け
で
す
。
山
井
先
生

の
論
文
は
朱
熹
の
議
論
の
紹
介
と
整
理
と
い
う
感
じ
で
の
も
の
で
、
特

に
立
ち
入
っ
た
分
析
は
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
問
題
に
光
り
を

あ
て
ら
れ
た
の
は
慧
眼
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
具
體
的
に
朱
熹
の
「
觀
心
說
」（『
朱
子
文
集
』
六
七
）
を
見
て

み
ま
し
ょ
う
。

あ
る
人
が
た
ず
ね
た
。
佛
者
に
心
を
觀
る
說
が
あ
る
が
妥
當
か
。

そ
れ
に
答
え
る
。
そ
も
そ
も
心
と
は
人
に
お
い
て
身
の
主
と
な
る

も
の
で
あ
る
。
一
で
あ
っ
て
二
で
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
主
と
な

っ
て
客
と
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
物
に
命
じ
て
物
に
命
ぜ
ら
れ

な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
心
で
物
を
觀
れ
ば
、
物
の
理
が
得

ら
れ
る
。
い
ま
物
か
ら
逆
に
心
の
方
を
觀
る
な
ら
ば
、
心
の
外
に

ま
た
一
心
が
あ
り
、
心
を
統
御
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
心
と
い
う
も
の
は
一
で
あ
る
の
か
、
二
で
あ
る
の
か
。
主

で
あ
る
の
か
、
客
で
あ
る
の
か
。
物
に
命
ず
る
も
の
か
、
物
に
命

ぜ
ら
れ
る
の
か
。
こ
れ
も
ま
た
比
べ
る
ま
で
も
な
く
そ
の
語
の
誤

り
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る（

５
）。
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或
問
、
佛
者
有
觀
心
說
、
然
乎
。
曰
、
夫
心
者
人
之
所
以
主

乎
身
者
也
。
一
而
不
二
者
也
。
爲
主
而
不
爲
客
者
也
。
命
物

而
不
命
於
物
者
也
。
故
以
心
觀
物
、
則
物
之
理
得
。
今
復
有

物
以
反
觀
乎
心
、
則
是
此
心
之
外
復
有
一
心
、
而
能
管
乎
此

心
也
。
然
則
所
謂
心
者
爲
一
耶
、
爲
二
耶
、
爲
主
耶
、
爲
客

耶
。
爲
命
物
者
耶
、
爲
命
於
物
者
耶
。
此
亦
不
待
較
而
審
其

言
之
謬
矣
。

朱
熹
の
こ
の
觀
心
論
は
佛
敎
批
判
の
體
裁
を
取
っ
て
い
ま
す
が（

６
）、

實
は

同
時
に
湖
南
學
の
批
判
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
論
究
さ
れ
た
の

は
中
國
廈
門
で
開
か
れ
た
廣
島
大
學
の
佐
籘
仁
先
生
の
「
朱
熹
の
心
說

に
つ
い
て
」
と
い
う
發
表
で
し
た
。
こ
の
發
表
は
日
本
語
で
は
活
字
に

な
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
私
は
い
つ
も
配
付
さ
れ
た
發
表
原
稿
で
引

用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
の
で
す
が（

７
）、

最
近
に
な
っ
て
中
國
で
こ
の

時
の
發
表
の
論
文
集
が
刋
行
さ
れ
、
そ
の
中
に
中
國
語
譯
が
收
め
ら
れ

ま
し
た（

８
）。

と
も
か
く
朱
熹
が
湖
南
學
を
意
識
し
て
觀
心
論
を
展
開
し
た

こ
と
は
、
次
の
文
な
ど
に
見
え
ま
す
。

「
心
に
よ
っ
て
心
を
使
う
」
こ
と
に
つ
い
て
疑
わ
れ
る
の
は
よ
い

こ
と
で
す
。
お
よ
そ
程
子
の
意
は
、
自
分
が
主
宰
と
な
り
、
散
漫

に
な
り
あ
ら
ぬ
方
に
い
か
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
な
の

で
す
。
孟
子
が
「
操
れ
ば
存
す
」（『
孟
子
』吿
子
上
）
と
言
い
、「
放

心
を
求
む
」（
同
上
）
と
い
う
の
は
み
な
こ
の
類
で
す
。
ど
う
し
て

こ
ち
ら
が
あ
ち
ら
を
使
う
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
今
人
は「
察
識
」

の
字
に
こ
だ
わ
り
、
尋
ね
求
め
て
捉
え
る
と
い
う
意
を
持
た
せ
て

い
ま
す
。
圣
賢
が
言
う
き
ち
ん
と
把
握
し
て
主
宰
す
る
と
い
う
意

味
と
は
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
微
妙
な
と
こ
ろ
を
見
切
ら

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
釋
氏
の
說
に
流
れ
て

し
ま
い
ま
す
。胡
氏
の
書
な
ど
は
こ
の
弊
害
を
免
れ
て
い
ま
せ
ん
。

以
心
使
心
、
所
疑
亦
善
。
蓋
程
子
之
意
、
亦
謂
自
作
主
宰
、

不
使
其
散
漫
走
作
耳
。
如
孟
子
云
操
則
存
云
求
放
心
皆
是
此

類
。
豈
以
此
使
彼
之
謂
邪
。
但
今
人
著
箇
察
識
字
、
便
有
箇

尋
求
捕
捉
之
意
。
與
圣
賢
所
云
操
存
主
宰
之
味
不
同
。
此
毫

釐
閒
須
看
得
破
。
不
爾
則
流
於
釋
氏
之
說
矣
。
如
胡
氏
之
書

未
免
此
弊
也
。（「
答
石
子
重
」
四
、『
朱
子
文
集
』
四
二
）

胡
氏
と
は
湖
南
學
の
胡
氏
一
族
で
す
。こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、

こ
の
學
派
の
「
已
發
の
端
倪
を
察
識
す
」
と
い
う
修
養
方
法
で
す
。
こ

れ
は
心
が
對
𧰼
に
向
け
て
發
動
し
た
て
の
狀
態
（
已
發
の
端
倪
）
を
察

識
し
、
善
な
ら
ば
そ
れ
を
伸
ば
し
、
惡
な
ら
矯
め
る
と
い
う
も
の
で
、

要
す
る
に
自
分
の
心
を
修
養
對
𧰼
に
し
て
い
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
『
論
語
』
里
仁
第
四
・
第
七
章
に
「
人
の
過
つ
や
、
各

其
の
黨
に
於
い
て
す
。過
を
觀
て
斯
に
仁
を
知
る（
人
之
過
也
、各
於
其
黨
。
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觀
過
、
斯
知
仁
矣
）」
と
い
う
語
が
あ
り
、
朱
熹
は
こ
の
後
半
部
分
を

そ
の
人
の
過
ち
方
か
ら
そ
の
人
が
仁
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
こ
と

も
あ
る
。

と
い
う
意
味
だ
と
し
て
い
ま
す
。「
過
ち
」
を
他
人
の
過
ち
と
し
て
い

る
わ
け
で
す
。
し
か
し
湖
南
學
で
は
こ
の
「
過
ち
」
を
自
己
の
過
ち
と

し
て

心
の
發
動
が
過
っ
て
い
る
の
を
自
覺
し
た
時
に
、
そ
れ
が
過
ち
だ

と
認
識
で
き
た
仁
心
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

と
解
釋
し
ま
し
た
。
朱
熹
は
「
觀
過
說
」（『
朱
子
文
集
』
六
七
）
を
著
し
、

こ
の
よ
う
な
湖
南
學
の
『
論
語
』
解
釋
を
否
定
し
て
い
ま
す
。

自
分
の
過
ち
を
觀
る
と
い
う
こ
と
な
ど
は
、
考
え
て
見
る
と
、
と

り
わ
け
穩
や
か
な
ら
ぬ
も
の
を
感
ず
る
。
必
ず
過
ち
が
あ
っ
て
後

に
觀
る
の
な
ら
ば
、
過
惡
が
現
れ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
觀
る
こ

と
が
追
い
つ
け
ず
、
久
し
く
た
っ
て
か
ら
悔
い
る
こ
と
に
な
り
、

か
え
っ
て
心
の
害
と
な
り
、
心
を
養
う
方
法
で
は
な
い
。
も
し
過

ち
が
生
ず
る
の
を
ま
た
ず
に
あ
ら
か
じ
め
平
日
の
偏
り
を
觀
る
と

言
う
の
な
ら
、
こ
の
心
は
か
ら
り
と
開
け
も
と
も
と
何
の
こ
だ
わ

り
も
無
い
の
に
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
培
い
涵
養
す
る
こ
と
な
く
、

あ
ら
か
じ
め
偏
っ
た
所
を
求
め
て
、
そ
こ
に
心
を
つ
け
て
觀
る
こ

と
に
な
る
。圣
人
が
平
日
人
を
敎
え
心
を
養
い
仁
を
求
め
る
術
は
、

こ
の
よ
う
な
支
離
な
も
の
で
は
な
い
。

若
謂
觀
己
過
、
竊
嘗
試
之
、
尤
覺
未
穩
。
蓋
必
俟
有
過
而
後

觀
、
則
過
惡
已
形
、
觀
之
無
乁
、
久
自
悔
咎
、
乃
是
反
爲
心

害
、
而
非
所
以
養
心
。
若
曰
、
不
俟
有
過
、
而
預
觀
平
日
所

偏
、
則
此
心
廓
然
本
無
一
事
、
却
不
直
下
栽
培
涵
養
、
乃
預

求
偏
所
、
而
註
心
觀
之
。
圣
人
平
日
敎
人
養
心
求
仁
之
術
、

似
亦
不
如
此
之
支
離
也
。

つ
ま
り
過
ち
を
最
初
の
萠
し
の
段
階
で
捉
え
る
こ
と
は
言
う
ほ
ど

單
で
は
な
く
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
外
界
に
發
動
す
る
前
の
心

の
靜
謐
な
狀
態
を
亂
し
、
む
し
ろ
心
を
支
離
の
狀
態
に
陷
ら
せ
て
し
ま

う
と
す
る
の
で
す
。朱
熹
が
湖
南
學
を
否
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

湖
南
學
流
の
修
養
を
實
踐
し
て
み
て
も
心
の
安
定
が
得
ら
れ
な
か
っ
た

か
ら
で
し
た
。
朱
熹
は
湖
南
學
か
ら
脫
皮
し
た
四
〇
歲
の
時
の
も
の
と

さ
れ
る
「
答
林
擇
之
」
二
二
（『
朱
子
文
集
』
四
三
）
で
、
こ
の
よ
う
に

言
い
ま
す
。

數
日
閒
こ
の
意
を
玩
味
し
た
と
こ
ろ
、
日
用
の
閒
極
め
て
力
を
得

た
と
感
じ
、
そ
こ
で
以
前
の
有
る
よ
う
な
無
い
よ
う
な
具
合
で
、

純
熟
で
き
ず
、
浮
淺
な
趣
が
あ
り
、
動
搖
し
や
す
い
こ
と
の
弊
害

は
み
な
こ
こ
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
湖
南
の
諸
友
の
弊

害
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
も
の
で
す
。近
頃
南
軒
の
文
章
を
讀
む
と
、



東
洋
の
思
想
と
宗
敎
　

第
三
十
七
號

（ 110 ）

だ
い
た
い
み
な
前
面
の
修
養
が
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
い
た
い
心
體
は

有
無
に
通
じ
、
動
靜
を

ね
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
ゆ
え
修

養
も
ま
た
有
無
に
通
じ
、
動
靜
を

ね
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
遺
漏

が
無
い
の
で
す
。
も
し
發
し
て
そ
の
後
で
察
し
、
察
し
て
後
に
存

す
れ
ば
、
修
養
の
至
ら
な
い
と
こ
ろ
が
多
く
な
り
ま
す
。
た
だ
未

發
の
前
を
涵
養
す
れ
ば
、
そ
の
發
す
る
と
こ
ろ
は
お
の
ず
と
節
に

あ
た
る
こ
と
が
多
く
、
節
に
あ
た
ら
な
い
こ
と
は
少
な
く
な
り
ま

す
。
體
察
の
際
に
も
ま
た
非
常
に
明
審
で
、
努
力
し
や
す
く
、
以

前
の
根
據
に
し
得
ぬ
說
と
は
大
い
に
異
な
る
の
で
す
。

數
日
來
玩
味
此
意
、
日
用
閒
極
覺
得
力
、
乃
知
日
前
所
以
若

有
若
亡
、
不
能
得
純
熟
、
而
氣
𧰼
浮
淺
、
易
得
動
搖
、
其
病

皆
在
此
。
湖
南
諸
友
其
病
亦
似
是
如
此
。
近
看
南
軒
文
字
、

大
抵
都
無
前
面
一
截
工
夫
也
。
大
抵
心
體
通
有
無
、該
動
靜
、

故
工
夫
亦
通
有
無
、
該
動
靜
、
方
無
透
漏
。
若
必
待
其
發
而

後
察
、
察
而
後
存
、
則
工
夫
之
所
不
至
多
矣
。
惟
涵
養
於
未

發
之
前
、
則
其
發
處
自
然
中
節
者
多
、
不
中
節
者
少
。
體
察

之
際
、
亦
甚
明
審
、
易
爲
著
力
、
與
異
時
無
本
可
據
之
說
大

不
同
矣
。

こ
の
言
い
方
を
見
る
と
、朱
熹
が
い
わ
ゆ
る
定
論
確
立
に
至
っ
た
の
は
、

單
な
る
理
論
上
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
實
踐
し
て
み
て
の
實
感
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
已
發
の
端
倪
の
察
識
を
實
踐
す
る
場
合
、

頻
繁
に
外
界
か
ら
の
觸
發
で
動
く
心
を
そ
の
都
度
察
識
し
よ
う
と
し
て

も
、察
識
中
に
働
き
か
け
て
い
る
外
界
に
應
接
し
き
れ
な
く
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
對
𧰼
を
選
擇
し
て
深
く
善
惡
に
關
わ
る
も
の
だ
け
を
察
識
し

よ
う
と
し
て
も
、
瞬
時
に
善
惡
の
感
覺
が
摑
め
る
も
の
以
外
は
、
そ
の

選
擇
は
已
發
が
あ
る
程
度
ま
で
進
行
し
て
こ
そ
可
能
に
な
る
の
で
す
か

ら
、「
端
倪
」
の
段
階
を
越
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
に
外
界
か
ら
の
觸
發
は
ア
ト
ー
ラ
ン
ダ
ム
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
反

應
す
る
心
も
相
互
の
脉
絡
に
缺
け
、
そ
の
斷
片
的
な
修
養
を
い
く
ら
蓄

積
し
て
い
っ
て
も
核
と
な
る
も
の
が
打
ち
立
て
ら
れ
な
い
と
い
う
感
覺

を
除
去
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
朱
熹
は
こ
の
よ
う
な
實
踐
體

驗
か
ら
、自
分
の
心
の
持
ち
方
を
「
敬
」
と
い
う
こ
と
で
一
定
に
し
て
、

未
發
（
心
が
對
𧰼
に
向
か
っ
て
發
動
す
る
以
前
の
靜
謐
な
狀
態
）
と
已
發
（
心

が
對
𧰼
に
發
動
し
た
狀
態
）
の
全
て
の
意
識
に
連
續
的
に
對
處
す
る
方
が
、

已
發
の
端
倪
の
察
識
よ
り
も
效
果
的
で
あ
る
と
實
感
し
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
朱
熹
に
あ
っ
て
は
、
論
理
的
議
論
と
と
も
に
修

養
で
の
實
效
性
が
問
題
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
こ
で
朱
熹
の
『
論
語
』
の
こ
の
箇
所
を
め
ぐ
る
湖
南
學
批
判
に
見

え
る
興
味
深
い
議
論
を
あ
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
觀

る
心
と
觀
ら
れ
る
心
の
閒
に
は
時
閒
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
朱
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熹
は
湖
南
學
に
か
ぶ
れ
た
吳
翌
（
晦
叔
）
あ
て
の
手
紙
で
、
次
の
よ
う

に
言
い
ま
す
。

そ
れ
に
ま
た
心
に
過
ち
が
あ
っ
て
か
ら
、
こ
の
過
ち
を
舍
て
て
別

に
一
心
に
よ
っ
て
そ
れ
を
觀
て
い
る
と
し
、
觀
て
か
ら
ま
た
別
に

一
心
で
そ
れ
を
觀
る
の
を
仁
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
も
し
こ
の

三
者
が
た
が
い
に
註
視
し
あ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
紛
糾
混
亂
し

て
、
衟
理
を
な
し
ま
せ
ん
。
も
し
た
だ
一
心
だ
と
言
う
の
で
あ
れ

ば
、
わ
ず
か
な
時
閒
に
、
こ
の
三
用
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
あ
ま

り
に
慌
た
だ
し
く
せ
せ
こ
ま
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

且
心
既
有
此
過
矣
、
又
不
舍
此
過
、
而
別
以
一
心
觀
之
、
既

觀
之
矣
、
而
又
別
以
一
心
知
此
觀
者
之
爲
仁
。
若
以
爲
有
此

三
物
遞
相
看
覷
則
紛
紜
雜
擾
、
不
成
衟
理
。
若
謂
止
是
一
心

則
頃
刻
之
閒
、
有
此
三
用
、
不
亦
忽
遽
急
迫
之
甚
乎
。（「
答

吳
晦
叔
」
六
、『
朱
子
文
集
』
四
二
）

時
閒
差
の
あ
る
心
の
三
用
を
ま
と
め
て
心
と
し
て
觀
る
の
は
、
論
理
的

問
題
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、あ
ま
り
に
も
瞬
時
の
こ
と
で
慌
た
だ
し
く
、

い
た
ず
ら
に
紛
擾
す
る
だ
け
だ
と
い
う
批
判
で
す
。
こ
こ
で
「
紛
紜
雜

擾
」
の
弊
害
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
觀
心
の
最
大
の
難
點
は
そ
こ
に

修
養
の
焦
點
を
あ
て
る
と
、
心
が
不
安
定
で
混
亂
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り

ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
四
十
四
歲
の
時
の
書

で
、

た
だ
心
は
一
つ
で
す
。
覺
な
る
も
の
も
ま
た
心
な
の
で
す
。
い
ま

覺
に
よ
っ
て
心
を
求
め
、
覺
に
よ
っ
て
心
を
働
か
せ
れ
ば
、
混
亂

し
餘
裕
が
無
く
な
り
、
そ
の
弊
害
た
る
や
苗
を
拔
く
よ
う
な
こ
と

に
（『
孟
子
』
公
孫
丑
上
）
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

但
心
一
而
已
。
所
謂
覺
者
亦
心
也
。
今
以
覺
求
心
、
以
覺
用

心
、
紛
拏
迫
切
、
恐
其
爲
病
、
不
但
揠
苗
而
已
。（「
答
游
誠
之
」

一
、『
朱
子
文
集
』
四
五
）

と
、
觀
心
が
「
紛
拏
迫
切
」
に
な
る
と
す
る
語
に
も
現
れ
て
い
ま
す
。

あ
く
ま
で
も
修
養
の
文
脉
で
こ
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
改

め
て
註
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
こ
の
書

の
宛

先
の
游
九
言
は
、
張
栻
に
早
年
に
師
事
し
た
人
物
で
す（

９
）。

張
栻
は
後
に

朱
熹
の
立
場
に
轉
向
し
ま
す
が
、
そ
れ
以
前
は
師
匠
の
胡
宏
の
湖
南
學

を
繼
承
し
て
い
て
、
一
時
は
彼
の
影
響
で
朱
熹
も
湖
南
學
に
か
ぶ
れ
ま

し
た
。
こ
の
書

の
裏
に
は
や
は
り
湖
南
學
の
觀
心
論
に
對
す
る
批
判

が
あ
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
私
が
今
引
用
し
た
「
答
吳
晦
叔
」
六
に
註
目
す
る
の
は
、

心
が
心
を
觀
る
と
い
っ
て
も
、
ま
ず
誤
っ
た
心
が
起
こ
り
、
次
に
今
し

が
た
起
こ
っ
た
誤
っ
た
心
を
誤
り
と
し
て
認
識
す
る
仁
心
が
起
こ
り
、

そ
の
後
で
今
自
分
が
反
省
し
た
と
い
う
こ
と
を
自
覺
す
る
心
が
起
こ

る
、
と
い
う
三
者
の
閒
に
は
時
閒
差
が
あ
り
、
そ
れ
が
記
憶
の
中
で
同
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時
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
朱
熹
が
氣
づ
い
て
い
た
こ
と
が

察
せ
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
こ
の
箇
所
の
主
意
は
あ
く
ま
で
も
、
心
を
對

𧰼
に
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
慌
た
だ
し
さ
が
修
養
に
負
と
し
て
働
く
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
こ
の
時
閒
差
の
自
覺
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
え

て
强
調
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ち
な
み
に
自
知
の
際
に
自
知
を

し
て
い
る
こ
と
自
體
を
認
識
す
る
心
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
田
中
美

知
太
郞
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
無
限
進
行
を
よ
く
見
て
み
る
と
、
樹
木
を
「
見

て
い
る
と
知
る
」
か
ら
「
見
て
い
る
と
知
る
の
を
知
る
」
に
う
つ

る
と
、
あ
と
は
「
知
る
の
を
知
る
」
を
更
に
「
知
る
」
と
い
う
風

に
、「
知
る
」
が
い
く
ら
で
も
つ
け
加
え
ら
れ
て
行
く
が
、
そ
の

く
り
か
え
し
は
す
べ
て
「
知
る
の
を
知
る
」
と
い
う
形
に
く
く
ら

れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
無
限
進
行
の
ア
ポ
リ
ア
ー
は
、「
知
の
知
」

と
い
う
同
じ
形
の
く
り
か
え
し
で
、
し
か
も
內
容
は
、「
知
の
知
」

を
く
り
か
え
し
て
行
く
う
ち
に
、
最
初
の
「
樹
木
を
見
て
い
る
」

は
全
く
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
ど
れ
も
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
。････

だ
か
ら
、
最
初
の
「
見
て
い
る
の
を
知
る
」
と
「
見

て
い
る
の
を
知
る
の
を
知
る
」
の
二
つ
を
取
っ
て
觀
察
す
れ
ば
、

自
知
の
ア
ポ
リ
ア
ー
に
示
さ
れ
た
自
知
の
構
造
の
大
體
は
見
ら
れ

た
こ
と
に
な
る
と
言
え
る
だ
ろ
う）

（（
（

。

田
中
は
こ
こ
か
ら

わ
れ
わ
れ
の
自
己
が
一
つ
で
あ
る
の
は
、
わ
ず
か
に
こ
の
よ
う
な

「
知
の
知
」
の
直
接
的
な
つ
な
が
り
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い）

（（
（

。

と
い
う
よ
う
に
、
知
の
連
續
性
を
も
と
に
し
た
自
己
同
一
性
の
問
題
に

シ
フ
ト
し
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
自
己
の
知
の
確
認
の
意
識
の
連
續
し

か
、
自
己
同
一
性
を
保
證
す
る
も
の
は
無
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
朱
熹
の
議
論
の
持
っ
て
行
き
方
と
は
異
な
っ
て
い
ま

す
。先

ほ
ど
朱
熹
が
「
敬
」
で
か
か
る
問
題
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
こ
と

に
觸
れ
ま
し
た
が
、
朱
熹
の
學
問
修
養
論
で
有
名
な
の
は
「
格
物
」
と

と
も
に
こ
の
「
居
敬
（
持
敬
）」
で
す
。
こ
の
兩
輪
で
圣
人
を
目
指
せ

る
と
し
ま
し
た
。
こ
の
兩
方
と
も
心
を
直
接
修
養
の
對
𧰼
に
す
る
の
で

は
な
く
、
外
界
の
事
物
に
意
識
を
向
け
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り
外
界
が

ど
う
見
え
る
か
で
朱
熹
は
心
の
狀
態
を
チ
ェ
ッ
ク
し
よ
う
と
し
た
の
で

す
。ま

ず「
格
物
」で
す
が
、言
う
ま
で
も
な
く
朱
熹
は『
大
學
』の「
格
物
」

を
「
物
に
格い

た

る
」
と
讀
み
、「
事
物
の
理
に
到
逹
す
る
こ
と
」、
つ
ま
り

事
物
の
理
を
完
全
に
理
解
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
朱
熹
は
外
物
が
各

自
の
心
と
は
獨
立
し
て
安
定
し
て
存
在
し
て
い
る
の
に
對
し
、
各
自
の

心
は
不
安
定
に
動
く
も
の
と
認
識
し
ま
し
た
。
安
定
し
た
外
界
の「
物
」
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の
認
識
を
問
題
に
す
る
こ
と
で
心
の
動
き
が
普
遍
的
原
理
に
沿
っ
て
い

る
か
否
か
を
檢
證
す
る
衟
を
選
擇
し
た
の
で
す
。
物
の
理
の
理
解
は
、

心
の
理
を
結
果
的
に
顯
現
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
心
に
は
萬

理
が
具
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
外
界
か
ら
の
觸
發
に
應
じ
て
萬
理
の
う
ち

の
そ
れ
に
對
應
す
る
理
が
掘
り
起
こ
さ
れ
て
く
る
の
で
す
。
つ
ま
り
外

物
の
理
解
と
は
實
は
內
心
の
理
の
發
掘
で
あ
り
、
更
に
踏
み
込
め
ば
、

そ
の
內
心
の
理
と
は
、
外
物
に
對
し
て
內
心
が
發
動
す
る
時
の
心
の
動

き
の
法
則
・
秩
序
な
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
究
極
的
に
は
心
の
發
動
が

問
題
に
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
心
の
狀
態
は
各
人
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
に
對
し
て
外
物
は
主
觀
の
ば
ら
つ
き
を
超
え
る
客
觀
的
存

在
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
外
物
の
理
を
追
求
す
る
「
格
物
」
と
い
う
方
式

が
、
安
定
し
た
工
夫
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
居
敬
は
、
心
が
特
定
の
對
𧰼
に
ま
だ
發
動
し
て
い
な
い
時
（
未

發
）
は
靜
か
な
狀
態
を
維
持
し
、
外
界
の
事
物
に
觸
發
さ
れ
心
が
動
く

時
は
（
已
發
）、
意
識
を
そ
の
對
𧰼
に
專
一
に
向
け
る
修
養
で
す
。
そ
う

す
る
こ
と
で
自
分
の
心
を
對
𧰼
化
す
る
こ
と
な
く
、
未
發
と
已
發
を
貫

く
修
養
を
提
示
し
え
た
と
考
え
た
の
で
す
。
つ
ま
り
朱
熹
は
湖
南
學
が

自
己
の
心
に
遡
源
す
る
の
に
對
し
て
、
心
の
對
𧰼
に
意
識
を
持
っ
て
い

く
方
向
を
堅
持
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

た
だ
い
く
ら
外
界
に
意
識
を
持
っ
て
い
き
そ
の
對
𧰼
の
見
え
方
に
よ

っ
て
心
を
チ
ェ
ッ
ク
し
よ
う
と
、
ま
た
對
𧰼
に
對
す
る
心
の
專
一
度
を

チ
ェ
ッ
ク
し
よ
う
と
、
結
果
的
に
心
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
こ
と
に
は

變
わ
り
無
く
、
そ
の
意
味
で
は
觀
心
の
手
の
內
に
あ
る
と
言
え
る
で
し

ょ
う
。
も
っ
と
も
朱
熹
は
、
こ
の
程
度
の
こ
と
は
觀
心
の
枠
內
に
は
入

っ
て
い
な
い
と
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
朱
熹
の

議
論
は
純
理
論
的
と
い
う
よ
り
も
、
修
養
の
效
果
の
方
に
意
識
の
重
點

が
あ
り
、
外
界
の
事
物
に
對
す
る
心
の
動
き
の
チ
ェ
ッ
ク
は
、「
觀
る
」

と
い
う
範
疇
の
話
で
は
な
い
の
で
す
。
以
上
の
內
容
に
つ
い
て
よ
り
詳

細
を
知
り
た
い
方
は
、
拙
著
『
朱
熹
の
思
想
體
系
』
を
參
照
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。

朱
熹
の
自
知
の
議
論
は
論
理
的
な
場
で
終
始
す
る
も
の
で
は
な
く
、

修
養
の
實
踐
に
よ
る
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な

修
養
體
驗
を
最
初
か
ら
織
り
込
ん
だ
議
論
を
ど
の
よ
う
に
我
々
は
分
析

す
べ
き
か
、
そ
れ
こ
そ
が
重
大
な
課
題
な
の
で
す
。

三
　

王
守
仁
の
心
卽
理

朱
熹
に
と
っ
て
外
界
の
事
物
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
閒
の
心
か
ら
も

獨
立
し
た
存
在
で
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
事
物
に
對
し
て
動
く
意
識
を
チ
ェ

ッ
ク
す
る
の
に
恰
好
の
も
の
で
し
た
。
各
自
の
ば
ら
ば
ら
な
不
安
定
な

心
の
動
き
も
、
そ
の
對
𧰼
が
客
觀
的
に
安
定
し
た
事
物
で
あ
れ
ば
、
ば
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ら
つ
き
が
少
な
く
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
對
し
て
王
守
仁（
王
陽
明
、

一
四
七
二
～
一
五
二
九
）
は
心
の
外
に
は
理
は
無
い
と
主
張
し
ま
し
た
。

王
守
仁
の
「
心
卽
理
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
心
の
外
に
理
が
無
い
と
い

う
主
張
と
表
裏
で
あ
る
こ
と
を
强
調
さ
れ
た
の
は
山
井
湧
先
生
で
す）

（（
（

。

山
井
先
生
は
、「
結
局
、
陽
明
の
〈
心
卽
理
〉
は
⑴
「
心
は
理
で
あ
る
」、

⑵
「
心
の
外
に
理
は
無
い
」
と
い
う
二
重
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
本
節
の
冐
頭
に
〈
心
卽
理
〉
は
「
心
は
理
で
あ
る―

心
は
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
意
味
に
理
解
さ
れ
る
と
述
べ
た
が
、
陽
明

が
〈
心
卽
理
〉
を
こ
う
い
う
⑴
の
意
味
で
說
い
た
例
は
實
は
あ
ま
り
多

く
な
く
、
⑵
の
意
味
で
說
い
た
場
合
の
方
が
は
る
か
に
多
い）

（（
（

」
と
言
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
は
そ
れ
以
上
踏
み
込
ん
だ
分
析
は
見
ら
れ
ま

せ
ん
が
、
重
要
な
指
摘
だ
と
思
い
ま
す
。

心
の
外
に
理
が
無
い
と
い
う
こ
と
は
、
心
の
外
に
物
が
無
い
と
い
う

こ
と
と
連
動
し
て
い
ま
す
。
朱
熹
が
程
頤
を
繼
承
し
て
、
一
つ
の
物
に

は
一
つ
の
理
が
あ
る
と
し
た
よ
う
に
、理
と
は
本
來
物
に
あ
る
か
ら
で
、

そ
の
點
で
は
王
守
仁
も
同
じ
で
す
。
心
の
外
に
物
が
無
け
れ
ば
、
心
の

外
に
理
は
無
い
の
も
當
然
な
の
で
す
。
王
守
仁
の
か
か
る
議
論
を
詳
し

く
あ
げ
る
餘
裕
は
無
い
の
で
、言
葉
だ
け
を
拔
き
書
き
し
て
お
き
ま
す
。

紙
數
の
關
係
で
い
ち
い
ち
譯
し
ま
せ
ん
が
、
意
味
は
明
白
だ
と
思
い
ま

す
。

心
卽
理
也
。
天
下
又
有
心
外
之
事
、
心
外
之
理
乎
。

（『
傳
習
錄
』
上
　

第
三
條

）
（（
（

）

所
以
某
說
無
心
外
之
理
、
無
心
外
之
物
。�（『
傳
習
錄
』
上
　

第
六
條
）

心
外
無
理
、
心
外
無
事
。�

（『
傳
習
錄
』
上
　

第
三
四
條
）

心
外
無
物
。�

（『
傳
習
錄
』
上
　

第
八
五
條
）

夫
物
理
不
外
於
吾
心
、
外
吾
心
而
求
物
理
、
無
物
理
矣
。
遺
物
理

而
求
吾
心
、
吾
心
又
何
物
邪
。�

（『
傳
習
錄
』
中
「
答
顧
東
橋
書
」）

心
外
無
物
、
心
外
無
事
、
心
外
無
理
、
心
外
無
義
、
心
外
無
善
。

（『
文
錄
』
一
「
與
王
純
甫
」
二
癸
酉
）

心
外
無
事
、
心
外
無
理
、
故
心
外
無
學
。

（『
文
錄
』
四
「
紫
陽
書
院
集
序
」
乙
亥
）

天
下
甯
有
心
外
之
性
。
甯
有
性
外
之
理
乎
。
甯
有
理
外
之
心
乎
。

（『
文
錄
』
五
「
書
諸
陽
卷
」
甲
申
）

王
守
仁
が
心
の
外
に
物
が
無
い
と
い
う
こ
と
の
說
明
を
特
に
明
晰
に

述
べ
て
い
る
の
は
次
の
箇
所
で
す
。

先
生
が
南
鎭
に
行
樂
し
た
時
に
、
一
人
の
友
が
斷
崖
に
生
え
て
い

る
花
を
つ
け
た
樹
木
を
指
し
て
お
た
ず
ね
し
た
。「
天
下
に
は
心

の
外
の
物
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
花
を
つ
け
た
樹
木
が
深
山
の
中

で
お
の
ず
と
花
が
開
き
お
の
ず
と
落
ち
て
い
れ
ば
、
私
の
心
に
は

何
の
關
わ
り
も
あ
り
ま
せ
ん
ね
。」
先
生
が
言
わ
れ
た
。「
君
が
ま
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だ
こ
の
花
を
見
て
い
な
い
時
は
、
こ
の
花
と
君
の
心
は
相
互
に
無

に
歸
し
た
ま
ま
だ
。
君
が
こ
こ
に
來
て
こ
の
花
を
見
た
時
、
こ
の

花
の
色
が
い
っ
せ
い
に
は
っ
き
り
し
て
く
る
の
だ
。
そ
こ
か
ら
す

ぐ
に
こ
の
花
が
君
の
心
の
外
に
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。」

先
生
游
南
鎭
、
一
友
指
巖
中
花
樹
問
曰
、
天
下
無
心
外
之
物
。

如
此
花
樹
、
在
深
山
中
自
開
自
落
、
於
我
心
亦
何
相
關
。
先

生
曰
、
你
未
看
此
花
時
、
此
花
與
汝
心
同
歸
於
寂
。
你
來
看

此
花
時
、
則
此
花
顏
色
一
時
明
白
起
來
。
便
知
此
花
不
在
你

的
心
外
。�
（『
傳
習
錄
』
下
　

第
七
五
條
）

も
し
王
守
仁
一
行
が
游
山
を
し
な
か
っ
た
の
な
ら
、
こ
の
綺
麗
な

花
樹
は
實
在
し
て
は
い
て
も
、
王
守
仁
た
ち
に
と
っ
て
は
存
在
と
し
て

の
意
味
は
持
た
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
人
閒
に
と
っ
て
物
が
存
在
と
し

て
の
意
味
を
持
つ
の
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
人
閒
の
心
が
そ
の
物
を
捉
え

て
か
ら
後
の
こ
と
な
の
で
す
。
こ
れ
が
心
の
外
に
物
は
無
い
と
い
う
こ

と
で
、
物
に
あ
る
理
も
當
然
心
が
そ
れ
を
捉
え
て
こ
そ
存
在
と
し
て
の

意
味
を
持
つ
の
で
す
。
王
守
仁
が
外
界
の
實
在
を
否
定
し
て
い
た
か
と

い
っ
た
議
論
が
以
前
か
ら
あ
り
ま
す
が
、
無
意
味
な
の
は
言
う
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
王
守
仁
は
外
界
の
實
在
な
ど
全
く
疑
っ
て
は
い
ず
、
問

題
な
の
は
存
在
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
か
ど
う
か
な
の
で
す
。
以
前
は

中
國
で
王
守
仁
を
主
觀
唯
心
論
で
あ
る
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
も
し
獨

我
論
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
な
ら
ば
見
當
違
い
も
甚
だ
し
い
と
言
え

ま
す
。
王
守
仁
は
、
自
己
の
心
の
樣
相
に
關
心
を
集
中
さ
せ
て
い
る
よ

う
に
見
え
な
が
ら
、
他
者
も
自
己
と
同
じ
心
の
樣
相
を
持
っ
て
い
る
こ

と
を
疑
っ
た
こ
と
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
平
天
下
を
目
指
し
、
對

他
關
係
の
中
で
こ
そ
衟
德
が
實
現
す
る
と
い
う
前
提
を
持
つ
儒
敎
の
場

合
、
他
者
の
實
在
に
疑
問
を
持
つ
こ
と
な
ど
は
あ
り
え
な
い
の
で
す
。

ま
た
朱
子
學
に
し
ろ
陽
明
學
に
し
ろ
萬
人
が
圣
人
に
到
逹
で
き
る
と

い
う
考
え
が
證
明
以
前
の
前
提
と
し
て
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
一

連
の
前
提
に
乘
っ
か
っ
て
の
議
論
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。王

守
仁
の
か
か
る
議
論
の
眼
目
は
、
朱
子
學
が
心
の
外
の
事
物
に
意

識
を
向
け
る
こ
と
で
修
養
の
客
觀
性
を
得
よ
う
と
し
た
こ
と
を
否
定
す

る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
意
識
が
捉
え
た
外
物
は
そ
の
瞬
閒
に
心
內
の
風

景
と
な
る
わ
け
で
す
の
で
、
全
て
心
內
の
問
題
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
心
の
外
に
は
物
は
無
い
の
で
す
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て

物
と
し
て
感
知
し
て
い
る
表
𧰼
が
心
が
生
み
出
し
た
產
物
に
過
ぎ
な
い

と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
外
界
の
物
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
心
に

物
の
表
𧰼
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
な
ら
外
界
の
物
と
心
の
表
𧰼
は

同
一
內
容
だ
か
ら
外
界
に
物
が
あ
る
の
と
實
質
的
に
區
別
は
無
い
の
か

と
い
う
と
、
ま
た
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
物
の
表
𧰼
は
心
の
底
か
ら
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湧
い
て
く
る
も
の
に
よ
っ
て
、
そ
の
捉
え
ら
れ
方
に
差
が
生
ず
る
の
で

す
。
王
守
仁
は
こ
う
言
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
人
に
は
⻝
べ
た
い
と
い
う
心
が
あ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
後

で
⻝
べ
物
を
認
識
し
ま
す
。
⻝
べ
た
い
と
思
う
心
は
意
で
あ
り
、

行
の
は
じ
め
で
す
。
⻝
べ
物
の
う
ま
い
ま
ず
い
は
人
の
口
を
待
っ

て
後
に
わ
か
り
ま
す
。
ど
う
し
て
口
に
入
る
の
を
待
た
ず
し
て
先

に
味
の
う
ま
い
ま
ず
い
が
わ
か
り
ま
し
ょ
う
か
。
行
き
た
い
と
い

う
心
が
あ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
後
で
路
が
わ
か
る
の
が
、
意
で
あ
り
、

行
の
は
じ
め
で
す
。
衟
路
が
險
し
い
か
平
ら
か
は
身
を
も
っ
て
體

驗
し
て
後
に
わ
か
る
の
で
す
。
ど
う
し
て
自
ら
體
驗
し
な
い
で
先

に
衟
路
の
險
し
い
か
平
ら
か
が
わ
か
り
ま
し
ょ
う
か
。

夫
人
必
有
欲
⻝
之
心
、
然
後
知
⻝
、
欲
⻝
之
心
卽
是
意
、
卽

是
行
之
姶
矣
。
⻝
味
之
美
惡
、
待
人
口
而
後
知
。
豈
有
不
待

入
口
、
而
已
先
知
⻝
味
之
美
惡
者
邪
。
必
有
欲
行
之
心
、
然

後
知
路
、
卽
是
意
、
卽
是
行
之
始
矣
。
路
岐
之
險
夷
、
必
待

身

履
歷
而
後
知
。
豈
有
不
待
身

履
歷
、
而
已
先
知
路
岐

之
險
夷
者
邪
。�（『
傳
習
錄
』中
　

「
答
人
論
學
書（
答
顧
東
橋
書
）」）

こ
こ
に
は
⻝
欲
が
あ
っ
て
こ
そ
⻝
物
と
し
て
の
認
識
が
際
立
つ
と
い
う

段
階
と
、
⻝
べ
て
こ
そ
味
の
美
惡
が
わ
か
る
と
い
う
段
階
が
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
後
者
に
類
す
る
內
容
で
は
そ
も
そ
も
『
禮
記
』
學
記
に
「
嘉

肴
有
り
と
雖
も
、
⻝く

ら

は
弗ざ

れ
ば
、
其
の
旨
を
知
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
う

語
も
あ
り
、
ま
た
朱
熹
に
も
同
類
の
議
論
が
見
え
る
の
で
、
こ
の
二
つ

の
段
階
の
中
で
王
守
仁
ら
し
さ
と
言
え
ば
前
の
段
階
の
方
に
あ
り
ま

す
。王

守
仁
が
ま
ず
人
閒
側
の
「
⻝
は
ん
と
欲
す
る
の
心
」
の
存
在
を
前

提
と
す
る
の
に
對
し
て
、
朱
熹
は
⻝
物
と
い
う
外
物
に
感
應
し
て
心
が

「
飯
の
當
に
喫
す
べ
き
」
を
知
る
と
し
て
い
ま
す
。

人
が
飯
を
⻝
べ
る
場
合
、⻝
べ
る
時
に
⻝
べ
る
べ
き
こ
と
を
知
り
、

⻝
べ
た
後
に
か
く
も
腹
一
盃
に
な
っ
た
こ
と
を
知
る
。

如
人
喫
飯
、
方
喫
時
、
知
得
飯
當
喫
、
既
喫
後
、
則
知
飯
之

飽
如
此
。�

（『
朱
子
語
類
』
六
〇
　

第
八
八
條
）。

い
わ
ば
王
守
仁
が
⻝
欲
と
い
う
主
體
側
の
投
げ
か
け
に
よ
っ
て
⻝
物

の
認
識
が
成
立
す
る
と
い
う
よ
う
に
能
動
的
で
あ
る
の
に
對
し
、
朱
熹

は
外
界
の
⻝
物
か
ら
の
觸
發
を
受
け
て
か
ら
そ
の
認
識
が
な
さ
れ
る
と

い
う
よ
う
に
受
動
的
な
の
で
す
。
王
守
仁
の
考
え
方
は
、
ひ
か
ら
び
た

パ
ン
は
飢
え
た
者
に
と
っ
て
は
⻝
物
と
し
て
の
認
識
が
際
立
つ
が
、
飽

⻝
し
た
者
の
目
に
は
ご
み
に
し
か
映
ら
な
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。
つ
ま
り
王
守
仁
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
心
の
中
の
物
の
表
𧰼
の

持
つ
意
味
は
、
心
の
狀
態
に
よ
っ
て
變
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

王
守
仁
は
、
心
の
好
惡
の
感
情
に
信
賴
を
置
き
ま
す
。
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良
知
は
是
非
の
心
に
ほ
か
な
ら
ず
、
是
非
は
好
惡
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
好
惡
さ
え
す
れ
ば
す
ぐ
に
是
非
を
盡
く
し
、
是
非
が
か
な
っ

て
い
れ
ば
す
ぐ
に
萬
事
萬
變
を
盡
く
す
。

良
知
只
是
箇
是
非
之
心
、
是
非
只
是
箇
好
惡
。
只
好
惡
就
盡

了
是
非
、
只
是
非
就
盡
了
萬
事
萬
變
。

（『
傳
習
錄
』
下
　

第
八
八
條
）

『
大
學
』
の
「
惡
臭
を
惡
む
が
如
く
、
好
色
を
好
む
が
如
く
（
如
惡
惡

臭
、如
好
好
色
）」
を
引
き
つ
つ
、知
行
の
本
體
を
說
明
す
る
と
こ
ろ
で
も
、

惡
臭
と
好
色
を
知
る
知
と
、
好
惡
す
る
と
い
う
行
が
本
來
一
體
で
あ
る

こ
と
を
說
き
、
し
か
も
行
の
强
弱
が
知
の
確
度
を
決
定
し
て
い
る
か
の

ご
と
き
口
吻
を
見
せ
て
い
ま
す
（
傳
習
錄
上
　

第
五
條
）。
心
の
奧
底
か

ら
湧
き
上
が
る
好
惡
が
物
の
表
𧰼
の
意
味
を
決
め
て
い
る
の
で
す
。

こ
こ
で
朱
熹
の
思
想
と
の
差
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
朱
熹
も
王
守
仁

も
人
々
が
見
て
い
る
よ
う
に
外
物
は
存
在
す
る
と
想
っ
て
い
た
こ
と
に

變
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。た
だ
朱
熹
は
外
物
を
安
定
的
實
在
と
し
て
見
、

不
安
定
な
心
を
反
省
す
る
た
め
に
は
こ
の
外
物
の
認
識
の
狀
況
を
チ
ェ

ッ
ク
す
る
の
が
最
も
有
效
だ
と
見
な
し
た
の
に
對
し
、
王
守
仁
は
外
物

も
心
の
風
景
で
あ
る
以
上
、
心
の
純
粹
な
發
露
の
み
に
身
を
委
ね
れ
ば

よ
い
と
考
え
た
の
で
す
。
も
っ
と
も
純
粹
な
發
露
を
一
般
人
が
實
現
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
そ
こ
に
修
養
の
餘
地
を
見
て
い
た
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
が
純
粹
か
否
か
を
ど
う
判
定
で
き
る
の
か
と
言
え
ば
、

自
分
の
直
觀
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
王
守
仁

が
集
團
で
行
う
講
學
に
意
味
を
見
出
し
て
い
た
の
は
、
自
己
の
心
の
動

き
の
妥
當
性
が
自
己
の
直
觀
に
の
み
に
ま
か
し
き
れ
ず
、
そ
れ
を
語
り

合
う
⺇
會
が
必
要
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

朱
熹
は
心
を
直
接
修
養
の
對
𧰼
に
す
る
の
を
否
定
し
ま
し
た
。
し
か

し
結
局
は
外
物
へ
の
意
識
の
狀
況
に
よ
っ
て
心
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
對
し
王
守
仁
は
最
初
か
ら
內
面
か
ら
湧

き
起
こ
る
好
惡
に
乘
っ
か
っ
て
い
こ
う
と
す
る
た
め
に
、
心
の
對
𧰼
化

の
程
度
は
む
し
ろ
朱
熹
よ
り
も
少
な
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
も
そ

も
觀
心
が
な
ぜ
議
論
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、
單
に
そ
れ
が
自
己
の
心
の

樣
相
の
正
確
な
認
識
か
否
か
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
心
を
い
か
に
操
作

す
る
か
と
い
う
修
養
の
實
踐
が
問
題
だ
か
ら
で
す
。
王
守
仁
は
心
の
操

作
自
體
を
否
定
し
、
直
觀
的
に
感
じ
取
っ
て
い
る
心
の
發
動
に
委
ね
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
觀
心
と
い
う
問
題
設
定
へ
の
意
欲
が
薄

い
の
で
す
。

一
見
、
王
守
仁
の
思
想
は
朱
熹
よ
り
も
禪
宗
に
近
接
し
て
い
る
よ
う

で
あ
り
、
事
實
そ
の
よ
う
な
批
判
も
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
禪
宗
が

內
心
と
外
物
の
兩
方
の
意
識
、
つ
ま
り
他
意
識
と
自
意
識
を
消
す
方
向

を
當
初
か
ら
取
る
の
に
對
し
、
王
守
仁
は
自
意
識
を
そ
の
ま
ま
萬
物
に



東
洋
の
思
想
と
宗
敎
　

第
三
十
七
號

（ 118 ）

對
し
擴
大
し
て
い
き
そ
の
先
に
萬
物
一
體
に
至
る
と
い
う
方
向
性
が
あ

る
の
で
、
兩
者
は
必
ず
し
も
同
じ
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
と
も
か
く
も
王

守
仁
の
場
合
も
、
修
養
論
が
心
に
對
す
る
省
察
の
中
心
に
位
置
し
て
い

る
點
で
は
朱
熹
と
同
じ
な
の
で
す
。

中
國
近
世
の
心
を
め
ぐ
る
諸
儒
の
主
張
は
、
純
粹
に
理
論
上
の
問

題
な
の
で
は
な
く
、
自
己
修
養
の
體
驗
を
も
と
に
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
理
論
を
學
術
的
に
ど
う
硏
究
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
は

單
に
解
決
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
里
離
れ
た
禪
林
の
靜

謐
な
環
境
で
坐
禪
を
修
す
る
の
で
は
な
く
、
社
會
の
中
で
生
活
者
と
し

て
日
々
の
營
爲
を
勤
め
な
が
ら
、
そ
れ
を
修
養
の
場
と
す
る
宋
明
の
儒

者
た
ち
の
思
想
の
硏
究
は
ま
だ
先
が
長
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

四
　

觀
心
論
の
射
程

私
は
以
前
、
栗
田
直
躬
先
生
の
お
宅
に
う
か
が
っ
た
時
に
、
朱
熹

の
觀
心
の
議
論
に
つ
い
て
は
お
話
し
し
た
と
こ
ろ
、
先
生
か
ら
は
新

カ
ン
ト
派
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヨ
ー
ン
・
リ
ッ
ケ
ル
ト
（H

einrich�John�

Rickert

、
一
八
六
三
～
一
九
三
六
）
の
『
認
識
の
對
𧰼
（D

er�Gegenstand�

der�Erkenntnis�:�ein�Beitrag�der�philosophischen�T
ranscendenz

）』

を
讀
む
こ
と
を
す
す
め
ら
れ
ま
し
た
。
先
生
は
も
と
も
と
學
部
で
西
洋

哲
學
を
學
ば
れ
て
い
て
、
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
は
カ
ン
ト
の
實
踐
哲
學

だ
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
津
田
左
右
吉
の
授
業
を
聞
く
に
乁
ん

で
、
中
國
古
代
思
想
の
硏
究
を
始
め
ら
れ
、
後
に
東
洋
哲
學
專
攻
の
敎

授
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
私
の
第
一
の
師
匠
は
楠
山
春
樹
先
生
で
卒
業
論

文
、
修
士
論
文
な
ど
の
主
査
も
務
め
て
い
た
だ
き
、
愽
士
論
文
も
實
質

的
に
は
先
生
が
審
査
の
中
心
で
し
た
が
、
大
學
院
に
入
っ
た
時
は
ま
だ

楠
山
先
生
が
院
生
指
導
を
お
持
ち
で
な
か
っ
た
の
で
、
指
導
敎
授
は
栗

田
先
生
だ
っ
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
學
部
時
代
も
先
生
の
演
習
や
講
義

を
受
講
し
て
い
て
、
學
恩
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
先
生
が
定
年
退
職
後

も
よ
く
江
古
田
の
お
宅
で
い
ろ
い
ろ
と
お
話
し
を
う
か
が
い
、
リ
ッ
ケ

ル
ト
の
本
の
こ
と
も
こ
の
時
に
う
か
が
い
ま
し
た
。
先
生
は
こ
と
の
ほ

か
哲
學
談
義
が
お
好
き
で
、
大
學
で
の
授
業
の
時
よ
り
も
先
生
の
お
宅

で
の
會
話
の
際
の
方
が
そ
の
方
面
の
話
が
多
く
、
個
別
指
導
を
受
け
て

い
る
よ
う
な
感
じ
が
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
本
で
す
が
、
た
ま
た
ま
我

が
家
に
大
正
時
代
に
刋
行
さ
れ
た
山
內
得
立
の
飜
譯
が
あ
っ
た
の
で
讀

み
、
い
ろ
い
ろ
と
啓
發
さ
れ
ま
し
た
。

リ
ッ
ケ
ル
ト
の
議
論
は
そ
れ
ま
で
の
西
歐
哲
學
史
の
傳
統
が
踏
ま
え

ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
と
朱
熹
た
ち
の
議
論
の
異
同
を
本
格
的
に
論
ず
る

こ
と
は
私
の
能
力
の
範
圍
を
超
え
ま
す
し
、
た
ま
た
ま
讀
ん
だ
も
の
を

つ
ま
み
⻝
い
的
に
取
り
上
げ
る
の
も
ど
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
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も
對
比
す
る
こ
と
で
ヒ
ン
ト
を
得
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で

す
。
人
の
意
識
を
分
析
す
れ
ば
、
當
然
意
識
主
體
と
意
識
對
𧰼
の
關
係

が
問
題
に
な
り
、
更
に
そ
こ
に
意
識
自
體
を
意
識
す
る
と
い
う
一
項
が

付
け
加
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
意
識
對
𧰼
の
姿
が
果
た
し
て
外
界
そ

の
ま
ま
を
映
し
て
い
る
の
か
、
意
識
の
中
で
そ
れ
が
變
容
さ
れ
て
い
る

の
か
、
意
識
の
中
で
の
單
な
る
虛
像
な
の
か
と
い
う
問
題
も
當
然
浮
上

し
て
き
ま
す
。
ま
た
意
識
對
𧰼
の
見
え
方
に
は
意
識
主
體
の
投
げ
か
け

が
多
少
な
り
と
も
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
時
に
議
論
の
對
𧰼

に
な
っ
た
こ
と
で
す
。
と
も
か
く
も
私
が
ま
ず
註
目
し
た
の
は
、
西
歐

の
み
な
ら
ず
中
國
で
も
か
か
る
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
點
な
の

で
す
。
た
だ
そ
の
議
論
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
中
國
の
場
合
は
、
終
始

修
養
の
效
果
と
の
關
係
で
意
識
の
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
て
、
純
粹
な

理
論
的
展
開
と
は
異
な
っ
た
樣
相
を
見
せ
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
は
純

粹
論
理
で
あ
る
こ
と
に
比
べ
て
劣
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

心
を
よ
り
高
次
の
段
階
に
變
容
さ
せ
よ
う
と
す
る
實
踐
の
中
で
こ
そ

意
識
と
い
う
も
の
の
本
質
が
立
ち
現
れ
て
く
る
こ
と
は
十
分
あ
る
は
ず

な
の
で
す
。
意
識
は
目
覺
め
て
い
る
限
り
連
續
し
て
い
て
、
そ
の
表
層

の
奧
を
な
か
な
か
見
せ
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
修
養
を
通
し
て
意
圖
的
に
質

的
に
變
容
さ
せ
よ
う
と
す
る
時
に
、
意
識
の
斷
面
が
現
れ
、
そ
れ
ま
で

見
え
な
か
っ
た
意
識
の
根
の
よ
う
な
も
の
が
は
じ
め
て
露
抂
す
る
こ
と

は
あ
り
う
る
こ
と
で
す
。

栗
田
先
生
に
朱
熹
の
觀
心
論
と
私
の
關
心
の
所
在
を
申
し
上
げ
た

と
こ
ろ
、
栗
田
先
生
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
話
さ
れ
ま
し
た
。「
自
分

で
自
分
の
心
を
觀
る
と
い
う
の
は
本
來
矛
盾
す
る
關
係
な
の
だ
が
、
哲

學
的
矛
盾
と
い
う
の
を
中
國
思
想
は
認
め
な
い
の
だ
よ
。」「
矛
盾
」
と

い
う
語
が
本
來
『
韓
非
子
』
に
出
て
く
る
と
か
、
近
代
以
後
、
矛
盾
を

止
揚
す
る
と
い
う
辨
證
法
が
中
國
で
も
も
て
は
や
さ
れ
た
と
か
言
っ
て

も
、
栗
田
先
生
の
言
い
た
い
こ
と
の
反
駁
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
私
が
栗

田
先
生
の
言
い
た
か
っ
た
こ
と
を
完
全
に
理
解
し
て
い
て
い
る
の
か
に

つ
い
て
は
心
許
な
く
も
あ
り
ま
す
が
、
純
論
理
的
な
突
き
詰
め
と
は
異

な
っ
た
論
理
展
開
、
つ
ま
り
思
想
表
現
の
修
辭
が
整
っ
て
い
る
こ
と
と

か
、
類
似
觀
念
の
連
結
に
よ
っ
て
自
然
な
流
れ
を
作
る
と
い
っ
た
要
素

を
介
在
さ
せ
、
全
體
と
し
て
筋
が
通
っ
て
い
る
よ
う
な
印
𧰼
を
見
せ
ら

れ
れ
ば
よ
し
と
す
る
面
が
、
中
國
の
思
想
文
獻
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
栗
田
先
生
の
『
中
國
上
代
思
想
硏
究
』
が

一
九
四
九
年
に
岩
波
書
店
か
ら
上
梓
さ
れ
た
時
、
京
都
大
學
の
吉
川
幸

次
郞
愽
士
が
批
評
を
し
た
一
文
が
あ
り
ま
す
が）

（（
（

、
こ
の
硏
究
の
意
義
に

理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
中
國
思
想
に
お
け
る
槪
念
の
精
鍊
の
甘
さ
の
指

摘
に
對
し
て
は
不
滿
を
吐
露
し
て
い
ま
す
。
中
國
文
化
の
論
理
な
る
も
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の
が
中
國
風
文
化
的
意
匠
を
身
に
ま
と
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
極
め
て
高

度
に
昇
華
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
理
解
が
無
く
て
は
中
國
文
化
の
本

質
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
吉
川
愽
士
に
限
ら
ず
よ
く
言
わ
れ
る

こ
と
で
、
私
も
首
肯
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
思
想
分
析
に

よ
り
普
遍
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
な
ら
、
純
論
理
的
立
場
か
ら
一
度
も

洗
い
直
し
が
さ
れ
な
く
て
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
を
禁
じ
え
な
い
の
も

正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
を
拔
き
に
し
て
古
人
の
論
旨
を
な
ぞ
る
だ

け
で
は
、
思
想
分
析
の
新
た
な
局
面
は
拓
け
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
修
養
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
と
、
當
然
修
養
は
人
閒
が

本
來
的
に
具
え
て
い
る
善
性
の
實
現
の
た
め
の
も
の
な
の
で
す
か
ら
、

善
惡
槪
念
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
中
國
の
性
說
は
性
そ
の
も

の
の
分
析
と
い
う
よ
り
も
、
性
が
善
か
惡
と
い
う
性
と
善
惡
の
結
び
つ

き
が
中
心
で
し
た
。
性
善
、
性
惡
、
性
善
惡
混
、
性
三
品
（
時
に
九
品
）、

性
無
善
惡
と
い
う
形
で
類
型
化
さ
れ
て
議
論
が
展
開
し
た
の
は
こ
の
ゆ

え
で
す
。
こ
の
こ
と
を
私
は
溝
口
雄
三
・
丸
山
松
幸
・
池
田
知
久
編
『
中

國
思
想
文
化
事
典
』（
東
京
大
學
出
版
會
、
二
〇
〇
一
）
の
「
性
」
の
項
目

の
冐
頭
で
書
い
た
の
で
す
が
、
原
稿
段
階
で
古
代
部
分
を
擔
當
さ
れ
た

千
葉
大
學
の
澤
田
多
喜
男
氏
か
ら
異
論
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
私

は
訂
正
す
る
必
要
を
感
じ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
で
押
し
通
し
ま
し
た

し
、
今
で
も
確
信
を
持
っ
て
い
ま
す
。
中
國
の
性
說
と
は
、『
孟
子
』

で
川
の
水
源
か
ら
流
れ
出
る
水
の
方
向
性
如
何
の
比
喩
が
用
い
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
人
閒
の
本
性
か
ら
自
然
に
發
動
し
て
い
く
心
の
働
き
が

善
に
向
く
か
惡
に
向
い
て
い
く
か
と
い
う
方
向
の
問
題
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
い
か
な
る
敎
化
が
有
效
か
を
論
ず
る
も
の
な

の
で
す）

（（
（

。
な
お
こ
の
「
性
」
の
項
目
は
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
は

澤
田
氏
と
京
都
大
學
の
內
山
俊
彥
氏
、總
說
部
分
と
近
世
を
私
が
書
き
、

全
體
の
と
り
ま
と
め
も
私
が
し
て
い
ま
す
。

本
來
な
ら
中
國
に
お
け
る
意
識
の
問
題
は
、
善
惡
槪
念
の
再
檢
證
と

平
行
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
議
論
は
な
か
な

か
見
當
た
り
ま
せ
ん
。
儒
敎
に
お
い
て
は
、

子
關
係
、
君
臣
關
係
を

は
じ
め
と
し
た
社
會
の
枠
組
み
を
疑
い
え
な
い
大
前
提
と
し
、
そ
れ
を

⺇
能
さ
せ
る
思
想
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
善
惡
は
基
本
的
に
自
明
な
も
の

と
し
て
提
示
さ
れ
、
そ
れ
の
實
現
の
問
題
の
方
に
力
が
入
れ
ら
れ
る
の

で
す
。
惡
も
往
々
に
し
て
秩
序
か
ら
の
逸
脫
と
い
う
こ
と
で
語
ら
れ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
以
前
『
岩
波
哲
學
・
思
想
事
典
』
で
素
描
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
す）

（（
（

。
も
ち
ろ
ん
儒
敎
の
枠
組
み
の
中
で
の
善
惡
の
洗
い
直
し

を
あ
り
、
ま
た
具
體
的
な
場
面
で
複
數
の
價
値
が
錯
綜
す
る
時
に
、
そ

れ
を
選
擇
す
る
こ
と
が
大
き
な
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ

が
何
ら
か
の
抽
𧰼
的
な
準
則
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
現
實
の
狀

況
に
か
な
っ
た
判
斷
が
で
き
る
境
地
の
獲
得
の
必
要
性
と
い
う
こ
と
で
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語
ら
れ
ま
す
。
そ
の
境
地
な
る
も
の
が
妥
當
な
も
の
で
あ
る
か
は
計
測

の
基
準
が
得
づ
ら
い
の
も
確
か
で
、
そ
れ
こ
そ
身
に
つ
け
た
德
の
程
度

と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
姿
勢
は
、
近
年
に
な

っ
て
日
常
生
活
の
中
で
の
衟
德
實
踐
と
し
て
の
有
效
性
が
註
目
さ
れ
、

歐
米
の
德
倫
理
學
（V

irtue�Ethics

）
の
應
用
に
よ
る
儒
敎
の
現
代
的
意

義
の
說
明
が
試
み
ら
れ
た
り
し
て
い
る
の
も
こ
れ
ゆ
え
で
す）

（（
（

。

ま
た
中
國
近
世
の
修
養
論
は
、
儒
敎
に
限
ら
ず
、
誰
で
も
が
完
全
無

缺
の
無
謬
の
圣
人
に
到
逹
で
き
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
な
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
前
提
が
い
か
に
生
ま
れ
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
は

以
前
書
い
た
こ
と
も
あ
り
繰
り
返
し
ま
せ
ん
が
、
誰
で
も
向
上
で
き
る

が
ゆ
え
に
自
力
的
な
修
養
の
效
果
が
問
わ
れ
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
日
本
に
も
か
か
る
思
想
が
流
入
し
ま
し
た
が
、
朱
子
學
が

神
衟
と
結
び
つ
く
な
ど
獨
自
の
展
開
を
見
せ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
特
に

註
目
す
べ
き
な
の
は
、
一
般
人
が
完
全
無
缺
の
圣
人
に
到
逹
で
き
る
こ

と
を
明
確
に
否
定
す
る
儒
者
た
ち
が
登
場
し
た
こ
と
で
す
。
彼
ら
は
衟

德
的
實
踐
に
よ
る
德
の
積
み
上
げ
を
說
い
て
も
、
觀
心
に
あ
ま
り
關
心

を
示
し
ま
せ
ん
。
例
え
ば
荻
生
徂
徠
（
一
六
六
六
～
一
七
二
八
）
が
、

そ
れ
故
先
王
の
衟
は
、
禮
に
よ
っ
て
心
を
制
す
る
の
で
あ
る
。
禮

を
は
ず
し
て
心
を
治
め
る
衟
を
語
る
の
は
、
み
な
私
智
妄
作
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
治
め
る
が
心
で
あ
り
、
治
め
ら
れ
る
の
も
心
だ

か
ら
で
あ
る
。
我
が
心
で
我
が
心
を
治
め
る
わ
け
で
、
譬
え
れ
ば

狂
者
が
自
ら
そ
の
狂
を
治
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ど
う
し
て

治
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
そ
れ
故
後
世
の
心
を
治
め
る
理
論

は
、
み
な
衟
を
知
ら
な
い
の
だ
。

故
先
王
之
衟
、
以
禮
制
心
。
外
乎
禮
而
語
治
心
之
衟
、
皆
私

智
妄
作
也
。
何
也
、
治
之
者
心
也
、
所
治
者
心
也
。
以
我
心

治
我
心
、
譬
如
狂
者
自
治
其
狂
焉
、
安
能
治
之
。
故
後
世
治

心
之
說
、
皆
不
知
衟
者
也
。（『
辨
衟
』
第
十
八
條
）

と
言
っ
て
い
る
の
も
、
要
す
る
に
宋
明
理
學
が
心
の
修
養
に
焦
點
を
當

て
す
ぎ
る
こ
と
へ
の
批
判
で
、
自
知
の
構
造
自
體
を
問
題
に
し
て
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

少
し
遡
り
徂
徠
と
と
も
に
古
學
の
思
想
家
と
さ
れ
る
伊
籘
仁
齋

（
一
六
二
七
～
一
七
〇
五
）
も
、
朱
子
學
が
心
に
か
か
ず
ら
わ
り
す
ぎ
る

こ
と
を
批
判
し
ま
し
た
。
儒
敎
は
日
常
で
の
衟
の
實
踐
を
本
旨
と
す
る

と
い
う
原
點
に
立
ち
返
る
べ
き
だ
と
考
え
た
の
で
す
。
こ
れ
は
一
見
心

に
對
す
る
省
察
を
疎
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
實
は
仁
齋

な
り
の
修
養
と
思
索
の
結
果
な
の
で
す
。
仁
齋
は
自
己
の
視
線
の
み
を

絶
對
化
す
る
立
場
を
朱
子
學
の
中
に
見
ま
し
た
。
朱
子
學
者
は
自
己
の

知
を
自
己
增
殖
さ
せ
る
方
向
を
持
ち
、
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
心
境
が
他

者
と
異
な
れ
ば
異
な
る
ほ
ど
修
行
が
進
ん
だ
と
い
う
自
己
滿
足
に
陷
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り
、
儒
敎
が
求
め
る
眞
の
意
味
で
の
社
會
性
が
失
わ
れ
て
い
く
と
見
ま

し
た
。
そ
し
て
自
己
が
他
者
を
見
る
視
線
と
、
他
者
が
自
分
を
見
る
視

線
を
交
差
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
他
の
兩
者
に
通
用
す
る
認
識
が
成

立
す
る
と
考
え
た
の
で
す
。
自
分
が
意
識
し
て
い
る
他
者
は
、
單
な
る

物
言
わ
ぬ
意
識
對
𧰼
で
は
な
く
、
自
分
の
要
求
や
願
望
を
時
に
は
受
け

入
れ
時
に
は
拒
絶
し
、
ま
た
自
分
に
も
要
求
や
願
望
を
押
し
つ
け
る
こ

と
が
あ
る
存
在
な
の
で
す
。
自
己
と
對
等
の
他
者
を
意
識
し
、
そ
の
閒

を
調
和
さ
せ
、
そ
の
調
和
を
擴
張
し
て
い
く
こ
と
で
眞
の
公
共
性
が
得

ら
れ
る
と
い
う
の
が
仁
齋
の
思
想
で
す
。
こ
の
こ
と
は
既
に
『
日
常
の

囘
復―

江
戶
儒
學
の
「
仁
」
の
思
想
に
學
ぶ
』（
早
稻
田
大
學
出
版
部
、

二
〇
一
二
）
で
も
書
い
た
こ
と
な
の
で
、
詳
細
は
省
略
い
た
し
ま
す
。

自
己
反
省
に
よ
る
苦
惱
よ
り
も
、
他
者
の
自
分
に
對
す
る
一
言
の
方
が

遙
か
に
自
分
の
心
に
こ
た
え
る
こ
と
を
我
々
は
經
驗
し
て
い
ま
す
。
人

閒
は
永
遠
に
自
分
の
心
以
外
の
心
を
持
ち
得
ず
、
他
者
の
心
を
忖
度
し

て
も
そ
れ
は
自
分
の
心
の
枠
內
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
ゆ
え
朱
王
は
自
己
了
解
を
歸
着
點
に
し
た
の
で
す
が
、
そ
れ

に
對
し
仁
齋
は
自
己
の
み
な
ら
ず
他
者
の
了
解
も
得
ら
れ
て
こ
そ
、
衟

の
理
解
が
完
了
す
る
と
し
た
の
で
す
。

も
っ
と
も
觀
心
を
問
題
に
し
た
思
想
家
た
ち
も
他
者
か
ら
の
指
摘
や

忠
吿
を
謙
虛
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
說
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は

そ
の
取
舍
を
完
璧
に
で
き
る
能
力
を
自
己
が
所
有
し
て
い
る
こ
と
を
前

提
に
し
た
う
え
で
の
謙
虛
さ
で
あ
り
、
自
意
識
中
心
で
あ
る
こ
と
に
變

わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
自
分
が
完
全
無
缺
の
圣
人
に
な
れ

る
可
能
性
を
も
と
に
修
養
す
る
朱
子
學
や
陽
明
學
に
對
し
て
、
仁
齋
は

人
閒
は
永
遠
に
過
ち
う
る
存
在
で
あ
り
、
向
上
し
續
け
る
存
在
で
あ
る

と
し
、
自
分
の
意
識
の
中
だ
け
で
は
い
く
ら
修
養
し
て
も
限
界
が
あ
る

と
し
ま
し
た
。
例
え
ば
仁
齋
は

後
世
の
儒
者
は
衟
を
わ
か
っ
て
い
な
い
。
や
や
も
す
れ
ば
少
し
も

人
か
ら
指
摘
さ
れ
な
い
こ
と
を
望
み
、
以
下
の
こ
と
を
わ
か
っ
て

い
な
い
。
人
は
木
石
で
は
な
く
、
過
ち
が
無
い
こ
と
は
あ
り
え
な

い
。
問
題
は
過
ち
に
氣
づ
け
ば
速
や
か
に
そ
れ
を
改
め
る
こ
と
で

あ
る
。後

儒
不
識
衟
。動
欲
不
一
毫
容
人
指
摘
、殊
不
知
、人
非
木
石
、

不
能
無
過
。
但
在
能
知
其
過
、
則
速
改
之
也
。（『
論
語
古
義
』

七
「
憲
問
第
一
四
・
第
二
六
章
論
註

）
（（
（

」）

と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。
仁
齋
の
立
場
は
、
自
己
認
識
の
問
題
と
無

關
係
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
對
他
關
係
の
中
で

自
意
識
の
限
界
を
見
つ
め
直
す
新
た
な
衟
を
模
索
し
た
も
の
だ
と
思
い

ま
す
。

人
は
永
遠
に
自
分
の
意
識
の
枠
內
か
ら
迯
れ
ら
れ
ず
、
觀
心
の
問
題
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は
ど
う
議
論
を
立
て
て
も
い
つ
か
は
壁
に
衝
突
す
る
構
造
を
持
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
何
ら
か
の
外
界
か
ら
の
觸
發
が
あ
る
か
ら
こ
そ
意
識
が
發

動
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
持
ち
出
し
て
外
界
の
實
在
を
保
證
し
よ

う
と
し
て
も
、
そ
れ
も
心
𧰼
風
景
の
中
の
話
だ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、

そ
こ
で
袋
小
路
に
な
り
ま
す
。
仁
齋
の
よ
う
に
い
く
ら
他
者
の
視
線
を

求
め
て
も
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
は
自
分
の
意
識
が
決
定
す
る

以
上
、最
後
は
自
分
の
納
得
度
次
第
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で
し
ょ
う
。

た
だ
儒
敎
は
本
來
社
會
思
想
で
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
心
身
に
關
し
て

自
己
と
同
じ
條
件
を
持
っ
て
い
る
他
者
の
實
在
は
大
前
提
な
の
で
す
。

そ
こ
で
は
獨
我
論
の
類
は
最
初
か
ら
除
外
さ
れ
、
我
々
が
感
覺
し
て
い

る
姿
通
り
に
外
界
が
實
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
疑
い
は
持
た
れ
な

い
の
で
す
。

そ
も
そ
も
意
識
と
は
、
自
他
の
關
わ
り
の
中
で
は
じ
め
て
發
動
す
る

の
で
あ
っ
て
、
自
己
の
み
で
は
心
自
體
も
無
い
に
等
し
い
と
い
う
思
想

が
彼
ら
に
は
あ
り
ま
し
た
。『
朱
熹
の
思
想
體
系
』で
も
論
じ
ま
し
た
が
、

朱
熹
は
心
を
外
界
の
事
物
と
の
感
應
に
見
出
し
て
い
ま
す
。
心
の
未
發

を
問
題
に
し
て
は
い
て
も
、そ
れ
も
已
發
か
ら
遡
源
し
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
未
發
の
修
養
は
已
發
の
場
で
こ
そ
そ
の
效
果
が
現
れ
る
の
で
す
。

我
々
は
心
を
內
省
し
た
り
、
何
か
抽
𧰼
的
問
題
を
思
索
し
た
り
し
ま
す

が
、
發
端
は
外
界
の
事
物
に
觸
發
さ
れ
て
發
動
す
る
意
識
に
あ
り
、
こ

の
意
識
の
あ
り
方
が
問
題
化
さ
れ
て
か
ら
や
っ
と
內
省
や
思
索
が
な
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
つ
ま
り
朱
熹
ら
に
と
っ
て
心
と
は
、
ま
ず

自
他
が
交
わ
る
場
か
ら
發
生
す
る
の
で
す
か
ら
、
自
意
識
の
枠
中
で
議

論
が
展
開
さ
れ
る
場
合
で
も
、
自
己
と
竝
ぶ
他
者
の
存
在
は
自
明
の
前

提
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
に
朱
王
に
し
ろ
仁
齋
に
し
ろ
最
も
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
心

意
識
を
構
造
分
析
す
る
よ
り
も
、
修
養
に
よ
っ
て
自
己
の
心
の
動
き
が

衟
に
合
致
し
て
普
遍
性
や
妥
當
性
を
獲
得
す
る
こ
と
で
し
た
。
そ
の
普

遍
性
や
妥
當
性
を
獲
得
す
る
と
い
う
最
終
目
標
か
ら
す
れ
ば
、
自
己
に

向
け
ら
れ
る
他
者
の
評
價
を
最
初
か
ら
重
視
し
、
そ
れ
に
應
え
る
こ
と

で
自
己
に
對
す
る
他
者
の
承
認
を
引
き
出
し
、
そ
れ
に
依
據
し
て
自
己

の
意
識
の
普
遍
性
や
妥
當
性
を
確
認
し
て
い
く
と
い
う
仁
齋
流
の
方
途

は
、
や
は
り
儒
敎
の
本
來
的
方
向
性
に
沿
い
つ
つ
も
朱
王
と
は
異
な
る

視
界
を
拓
い
た
も
の
と
言
え
る
の
で
す
。

以
上
、
最
終
講
義
と
い
う
こ
と
で
か
な
り
自
由
に
話
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
私
は
敎
員
と
し
て
は
東
洋
哲
學
專
攻
（
第
一
文
學
部
）、

東
洋
文
化
專
攻
、
思
想
・
宗
敎
系
專
攻
（
と
も
に
第
二
文
學
部
）、
多
元

文
化
論
系
、
複
合
文
化
論
系
（
と
も
に
文
化
構
想
學
部
）
に
所
屬
し
て
き

ま
し
た
。
一
番
長
か
っ
た
の
は
東
洋
哲
學
專
攻
で
し
た
が
、
最
終
的
に

は
學
部
は
複
合
文
化
論
系
、
大
學
院
は
東
洋
哲
學
コ
ー
ス
の
敎
員
と
い
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う
こ
と
で
退
職
い
た
し
ま
す
。
振
り
返
れ
ば
、
第
一
文
學
部
の
三
年
に

な
る
時
に
提
出
す
る
專
攻
希
望
屆
け
に
、第
一
希
望
を
東
洋
哲
學
專
攻
、

第
二
希
望
を
哲
學
專
攻
と
書
き
、
希
望
通
り
東
洋
哲
學
專
攻
に
進
學
し

た
の
が
始
ま
り
で
し
た
。
早
稻
田
大
學
の
東
洋
哲
學
と
い
う
專
攻
は
時

に
歷
史
硏
究
の
中
の
思
想
史
を
す
る
と
こ
ろ
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
私
が
今
ま
で
こ
の
分
野
の
硏
究
を
し
て
き
た
の
は
、
や
は

り
思
想
や
哲
學
に
對
す
る
關
心
が
强
か
っ
た
が
ゆ
え
だ
と
い
う
こ
と
を

お
察
し
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

註（
１
）
　

『
人
生
論
風
に
』
の
六
〇
頁
。

（
２
）
　

『
人
生
論
風
に
』
の
一
五
二
頁
。

（
３
）
　

『
人
生
論
風
に
』
の
一
六
二
～
三
頁
。

（
４
）
　

「
朱
子
の
「
心
」
に
關
す
る
若
干
の
考
察
」（『
中
哲
文
學
會
報
』
五
、

一
九
八
〇
）、「『
朱
子
文
集
』
に
見
え
る
朱
子
の
「
心
」―

「
心
は
一

の
み
」
を
め
ぐ
っ
て―

」（『
中
哲
文
學
會
報
』
六
、
一
九
八
一
）。

（
５
）
　

現
代
語
譯
は
、
資
料
の
性
格
に
應
じ
て
敬
體
と
常
體
を
使
い
分
け

る
。
例
え
ば
論
文
の
類
は
常
體
、
書

は
敬
體
。
な
お
こ
の
現
代
語
譯

の
四
行
目
の
「
物
に
命
じ
て
」
は
拙
著
『
朱
熹
の
思
想
體
系
』
で
は

「
物
に
命
ぜ
ら
れ
て
」
と
誤
記
さ
れ
て
い
る
の
で
（
三
八
四
頁
）、
訂
正

し
て
お
く
。

（
６
）
　

佛
敎
側
で
は
、
朱
熹
が
讀
ん
で
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
神
秀
の

も
の
と
さ
れ
た
『
觀
心
論
』
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
ま
た
佛
敎
が
ら
み

の
「
觀
心
」
の
用
例
と
し
て
は
、
北
宋
の
天
台
宗
の
知
禮
の
『
十
不
二

門
指
要
鈔
』
上
の
「
蓋
一
切
敎
行
、
皆
以
觀
心
爲
要
」
や
、
佛
敎
か
ら

衟
敎
に
轉
入
し
て
い
っ
た
唐
の
施
肩
吾
の
「
題
景
上
人
山
門
」
の
「
水

有
靑
蓮
沙
有
金
、
老
僧
於
此
獨
觀
心
」、
さ
ら
に
は
北
宋
の
蘇
轍
の
「
諸

子
將
筑
室
以
畫
圖
相
示
」
三
の
「
久
爾
觀
心
終
未
悟
、
偶
然
見
衟
了
無

疑
」
と
い
う
語
な
ど
が
辭
書
の
類
に
は
擧
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
朱
熹

は
天
台
の
止
觀
と
か
華
嚴
宗
や
禪
宗
の
ど
の
派
の
敎
說
を
指
す
と
い
う

よ
う
な
特
定
の
敎
派
的
議
論
を
意
識
し
て
は
い
ず
、
禪
宗
な
ど
に
顯
著

な
心
の
樣
相
と
向
き
合
う
全
般
的
傾
向
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

（
拙
著
『
朱
熹
の
思
想
體
系
』
付
篇
第
一
章
）。

（
７
）
　

「
廈
門
朱
子
學
國
際
學
術
會
議
」
發
表
原
稿
、
一
九
八
七
年
十
二
月

三
日
。

（
８
）
　

高
秀
華
譯
「
關
于
朱
熹
的
心
說
」（
高
令
印
・
薛
鵬
志
主
編
『
國
際

朱
子
學
硏
究
的
新
開
端
：
廈
門
朱
子
學
國
際
學
術
會
議
論
集
』、
廈
門

大
學
出
版
社
、
二
〇
一
五
）。

（
９
）
　

游
九
言
に
つ
い
て
は
、
陳
榮
捷
『
朱
子
門
人
』（
臺
灣
學
生
書
局
、

一
九
八
二
）
で
は
、
後
に
朱
熹
の
門
人
と
な
っ
た
と
す
る
資
料
も
あ
る

が
、
や
は
り
張
栻
の
門
人
と
す
べ
き
で
、
朱
熹
と
の
關
係
は
師
弟
と
い

う
よ
り
も
講
友
と
い
う
存
在
で
あ
っ
た
と
言
う
。

（
10
）
　

『
人
生
論
風
に
』
の
六
三
～
四
頁
。

（
11
）
　

『
人
生
論
風
に
』
の
六
四
頁
。
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（
12
）
　

「〈
心
卽
理
〉〈
知
行
合
一
〉〈
致
良
知
〉
の
意
味―

陽
明
學
の
一
性

格
」（『
日
本
中
國
學
會
報
』
二
二
、
一
九
七
〇
、『
明
淸
思
想
史
の
硏

究
』
所
收
、
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
八
〇
）。

（
13
）
　

東
京
大
學
出
版
會
版
の
一
一
五
頁
。

（
14
）
　

以
下
、
王
守
仁
の
資
料
の
引
用
は
『
王
文
成
公
全
書
』（
明
隆
慶
謝

廷
傑
輯
刻
、『
四
部
叢
刋
初
編
』
所
收
）
に
よ
る
。

（
15
）
　

「
栗
田
直
躬
氏
「
中
國
上
代
思
想
の
硏
究
」」（『
圖
書
』
一
九
五
〇
年

一
月
、
岩
波
書
店
、『
吉
川
幸
次
郞
全
集
』
三
所
收
、
一
九
六
九
、
筑

摩
書
房

（
16
）
　

筆
者
の
性
說
理
解
の
出
發
は
栗
田
直
躬
「
性
說
の
一
考
察
」（
前
揭

『
中
國
上
代
思
想
の
硏
究
』
所
收
）
で
あ
る
。
一
連
の
性
說
は
、
性
の

枠
組
み
が
各
思
想
家
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
も
の
を
橫
竝
び
に
し
て

類
型
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
近
年
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン

著
、
中
島
隆
愽
・
志
野
好
伸
譯
『
衟
德
を
基
礎
づ
け
る―
孟
子
、
カ
ン

ト
、
ル
ソ
ー
、
ニ
ー
チ
ェ
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
二
、
原
著
は
一
九
九

六
）
で
、
孟
子
の
性
善
說
と
い
う
の
は
單
な
る
性
卽
善
と
す
る
も
の
で

は
な
く
、
本
來
的
に
所
有
す
る
性
向
の
端
緖
を
擴
充
す
る
こ
と
を
說
い

た
も
の
と
し
て
い
る
が
、
性
に
は
も
と
も
と
性
向
と
い
う
意
味
合
い
が

多
分
に
あ
る
。

（
17
）
　

廣
松
涉
・
子
安
宣
邦
・
三
島
憲
一
・
宮
本
久
雄
・
佐
々
木
力
・
野
家

啓
一
・
末
木
文
美
士
編
『
岩
波
哲
學
思
想
辭
典
』
の
「
惡
」
の
項
目
の

「
４
．
中
國
」（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
）。

（
18
）
　

近
年
中
國
な
ど
で
も
、
儒
敎
の
現
代
的
意
味
づ
け
と
し
て
、
共
同
體

主
義
（Com

m
unitarianism

）
と
德
倫
理
學
の
應
用
が
目
に
つ
く
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

（
19
）
　

伊
籘
仁
齋
『
論
語
古
義
』
の
引
用
は
林
景
范
筆
寫
本
（
天
理
大
學
附

屬
圖
書
館
所
藏
）
に
よ
る
。

　

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
觀
心
、
朱
子
學
、
陽
明
學
、
古
學




