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脱
構
築
と
し
て
の
『
般
若

　
　
　
　
　
　
心
経
』

自
ら
を
超
克
す
る
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム

三

宅

雅

明
．

（
一
）

　
『
般
若
心
経
』
ほ
ど
流
布
し
つ
つ
内
容
が
多
く
の
人
び
と
に
理
解
さ
れ
ず
に
い

る
文
献
も
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
す
ぐ
れ
た
思
想
は
難
解
な
こ
と
ば
で
語

ら
れ
は
し
な
い
。
　
「
色
即
是
空
／
空
即
是
色
」
に
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
む
ず
か
し

い
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
は
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
が
他
者
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
実
感
す
れ
ば
よ
い
。
そ
も
そ
も
、
　
『
心
経
』
の
わ
か
ら
な
さ
は
、
そ

れ
を
解
釈
説
明
す
る
側
の
姿
勢
に
も
責
任
が
あ
る
。
『
心
経
』
は
、
そ
れ
自
体
へ

の
批
判
精
神
を
も
教
え
て
い
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
自
己
言
及
を
見
逃
し
て
し
ま

う
と
、
偏
っ
た
宣
伝
文
書
に
な
っ
て
し
ま
う
。
と
も
か
く
、
わ
れ
わ
れ
が
生
命
あ

る
も
の
を
真
実
の
姿
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
ひ
と
つ
の
視
点
を
『
心
経
』
は

提
示
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
す
で
に
そ
の
表
題
が
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
と
り

わ
け
、
　
「
掲
諦
」
以
下
の
部
分
の
意
味
解
明
に
記
号
論
的
関
心
を
寄
せ
る
も
の
で

あ
る
。
た
だ
し
、
〈
行
間
を
読
む
〉
と
い
う
よ
う
な
芸
当
は
し
な
い
。
行
間
は
、

つ
ね
に
空
白
で
あ
る
。
仮
に
、
そ
の
よ
う
な
言
い
方
を
比
喩
的
に
解
す
る
と
し
て

も
、
あ
ま
り
適
切
な
比
喩
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
『
般
若
心
経
』
は
彪
大
な
般
若
経
典
群
の
真
髄
を
示
す
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

漢
訳
で
二
八
○
字
足
ら
ず
の
長
さ
（
短
さ
？
）
は
、
要
諦
と
し
て
間
然
す
る
と
こ

う
が
な
い
。
文
字
と
い
う
表
現
面
へ
の
異
常
な
執
心
が
漢
訳
に
見
い
だ
さ
れ
、
こ

の
点
は
す
ぐ
れ
て
記
号
論
的
で
あ
る
。
表
題
の
意
味
は
、
一
般
に
い
わ
れ
る
よ
う

に
、
「
す
ぐ
れ
て
包
摂
力
の
あ
る
く
空
の
悟
り
〉
の
心
髄
」
と
理
解
し
て
お
い
て

大
過
あ
る
ま
い
。
表
題
そ
の
も
の
を
あ
ま
り
も
の
も
の
し
く
捉
え
る
こ
と
は
避
け

た
い
。

　
『
心
経
』
は
、
意
味
を
理
解
し
な
い
ま
ま
唱
え
て
も
く
あ
り
が
た
い
〉
と
い
わ

れ
て
い
る
が
、
わ
か
っ
て
読
め
ば
〈
お
も
し
ろ
い
〉
と
い
え
る
。
も
と
も
と
短
い

も
の
だ
か
ら
、
か
え
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
生
ま
れ
る
余
地
が
あ
る
。
わ
か

る
と
い
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
わ
か
り
か
た
が
あ
る
わ
け
だ
。
基
本
的
に
は
、

「
色
即
是
空
／
空
即
是
色
」
の
考
え
を
中
心
に
、
思
想
の
ド
ラ
マ
が
展
開
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
見
つ
め
れ
ば
よ
い
。
そ
の
世
界
は
人
生
の
指
針
で
も
あ
り
、
言
葉
の

こ
だ
ま
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
「
翔
諦
」
以
下
に
、
『
心
経
』

の
す
ば
ら
し
さ
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
部
分
を
ど
う
読
む
か
に
よ
っ

て
、
『
心
経
』
全
体
の
解
釈
は
大
幅
に
揺
れ
動
く
。

　
こ
の
文
献
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
よ
る
成
立
は
、
紀
元
前
一
〇
〇
年
か
ら
紀

元
後
二
〇
〇
年
ご
ろ
の
あ
い
だ
と
見
積
も
っ
て
よ
い
。
般
若
経
典
群
甚
六
〇
〇
巻

の
な
か
で
は
後
期
に
属
す
る
。
玄
　
に
よ
る
漢
訳
は
六
五
〇
年
ご
ろ
に
は
完
成
し

て
い
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
原
文
に
は
題
名
が
な
い
。
流
布
し
て
い
る
漢
訳
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は
、
末
尾
の
文
句
を
題
名
に
転
用
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

　
『
心
経
』
の
作
者
が
表
現
し
、
わ
れ
わ
れ
が
受
け
と
め
る
情
報
内
容
は
、
き
わ
、

め
て
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
を
ふ
く
め
て
、
こ
の
世
の
事
物
は
、

因
と
縁
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
だ
か
ら
、
因
と
縁
が
別
れ
別
れ
に
な
れ
ば
、
ふ
た

た
び
「
空
」
へ
還
元
さ
れ
て
い
く
。
　
「
空
」
は
、
タ
ン
ポ
ポ
を
黄
色
に
ス
ミ
レ
を

ス
ミ
レ
色
に
咲
か
せ
る
力
で
も
あ
る
か
ら
、
「
色
」
は
差
異
を
も
た
ら
す
力
を
も

秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
行
く
川
の
流
れ
」
が
無
常
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を

見
る
人
間
の
心
が
無
常
な
だ
け
の
こ
と
だ
。
人
生
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
だ

け
と
い
う
絶
対
的
な
解
は
あ
り
は
し
な
い
。
マ
ジ
メ
な
問
い
に
不
マ
ジ
メ
な
答
え

も
あ
り
う
る
し
、
不
マ
ジ
メ
な
問
い
に
マ
ジ
メ
な
答
え
も
あ
り
う
る
。
マ
ジ
メ
な

問
い
に
は
マ
ジ
メ
な
答
え
、
不
マ
ジ
メ
な
問
い
に
は
不
マ
ジ
メ
な
答
え
と
い
う
の

で
は
、
枠
思
考
が
つ
よ
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
欠
陥
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
何

か
に
む
か
っ
て
努
力
し
す
ぎ
る
と
、
ど
う
し
て
も
考
え
が
狭
く
な
る
と
い
う
よ
う

な
パ
ラ
ノ
イ
ア
的
現
象
が
お
こ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
た
っ
た
二
八
○
字
ほ
ど
の
文
書
な
の
に
、
『
心
経
』
ほ
ど
解
説
や

注
釈
の
多
い
書
物
（
空
海
、
一
休
、
白
隠
、
梵
語
学
者
、
高
僧
、
シ
ャ
カ
マ
ル
派
”

釈
迦
＋
マ
ル
ク
ス
主
義
者
な
ど
）
は
珍
し
い
。
　
『
心
経
』
も
一
連
の
情
報
で
あ
り
、

記
号
論
か
ら
の
解
釈
は
、
そ
れ
な
り
の
光
を
『
心
経
』
に
注
ぐ
こ
と
に
な
る
。
お

と
し
穴
で
あ
る
「
空
」
の
解
釈
は
、
記
号
論
で
は
ど
う
な
る
か
が
問
題
な
の
で
あ

る
。
「
空
」
に
つ
い
て
の
矛
盾
し
た
見
解
を
平
気
で
並
べ
て
い
る
よ
う
な
解
説
書

も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
は
、
「
空
」
の
解
釈
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原

文
か
ら
の
も
の
と
漢
文
か
ら
の
も
の
と
が
あ
り
、
お
お
く
の
注
解
者
は
後
者
を
採

用
す
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
字
面
の
「
空
」
の
視
覚
的
効
果
が
強
す
ぎ
て
、
意
味

解
釈
は
そ
の
影
響
を
う
け
や
す
く
な
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
科
学
や
芸
術
に
く
ら
べ
て
宗
教
と
は
何
だ
ろ
う
か
、
と
い
う

疑
問
が
ふ
と
お
こ
る
。
宗
教
は
、
語
源
的
に
は
、
円
①
自
σ
q
一
。
（
ふ
た
た
び
1
結
ぶ
）

だ
と
い
う
。
自
動
詞
だ
か
ら
他
動
詞
的
に
解
さ
な
い
方
が
本
来
な
の
だ
け
れ
ど
も
、

日
常
的
に
は
、
人
間
と
人
間
、
自
然
と
人
間
、
絶
対
者
と
人
間
な
ど
を
結
ぶ
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
あ
ま
り
他
人
事
の
よ
う
に
処
理
し
て
し
ま
う
と
、
経
典
の

内
容
は
つ
ま
ら
な
く
な
る
。
　
『
心
経
』
の
本
文
は
、
送
り
手
と
受
け
手
と
の
あ
い

だ
の
濃
密
な
交
流
な
の
だ
。
思
想
と
し
て
読
む
こ
と
と
、
信
仰
と
し
て
読
む
こ
と

の
あ
い
だ
に
大
き
な
差
は
な
い
。
思
想
と
し
て
は
読
ま
な
い
、
信
仰
と
し
て
は
読

ま
な
い
、
と
い
う
偏
っ
た
思
い
込
み
は
、
『
心
経
』
と
は
無
縁
な
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
　
『
心
経
』
に
は
少
な
か
ら
ず
ヘ
ソ
曲
が
り
の
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
の
屈
折

を
起
点
に
し
て
読
み
と
り
が
過
剰
に
な
っ
た
り
不
足
し
た
り
す
る
。
ど
の
宗
教
も

み
な
じ
ぶ
ん
の
宗
教
に
こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
い
る
が
、
　
『
心
経
』
に
は
、
そ
れ
自

体
に
た
い
す
る
こ
だ
わ
り
を
も
捨
て
よ
と
い
う
面
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
特

筆
に
あ
た
い
す
る
の
で
あ
る
。

（
二
）

　
『
心
経
』
と
い
か
に
記
号
論
的
関
係
に
は
い
る
か
が
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
で
あ

る
。
　
『
心
経
』
を
渡
り
に
船
と
手
軽
に
聖
別
さ
れ
て
も
ら
っ
て
は
困
る
。
『
心
経
　

は
も
と
も
と
無
学
の
人
び
と
に
も
よ
く
わ
か
っ
た
は
ず
だ
。
自
分
の
生
を
見
と
お

せ
な
い
と
き
の
心
構
え
と
し
て
『
心
経
』
を
読
む
に
し
て
も
、
記
号
論
か
ら
見
る

と
、
そ
の
本
文
は
、
す
べ
て
テ
ク
ス
ト
i
読
み
手
が
読
む
べ
き
文
字
列
　
　
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
テ
ク
ス
ト
に
は
、
と
う
ぜ
ん
織
り
味
が
あ
る
。
織
り
味
の
解

釈
は
さ
ま
ざ
ま
あ
っ
て
、
別
の
機
会
に
ま
た
誰
か
が
語
っ
た
ら
、
織
り
味
が
別
の

姿
で
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
人
を
救
う
た
め
に
書
か
れ
た
経
典
が
わ

か
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
、
経
典
が
悪
い
の
か
こ
ち
ら
が
足
り
な
い
の
か
、
ど
ち
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ら
か
で
あ
る
。
た
い
て
い
は
こ
ち
ら
が
足
り
な
い
。
悟
り
は
客
観
的
な
形
で
と
り

だ
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
悟
り
を
追
及
す
る
側
の
無
限
の
努
力
の
な
か
に
宿
る
。
・

こ
こ
掘
れ
ワ
ン
ワ
ン
と
い
う
形
で
宝
の
山
が
出
て
く
る
よ
う
な
、
め
で
た
い
真
の

自
己
と
い
う
も
の
を
求
め
て
も
致
し
柔
な
い
。
自
我
の
深
層
の
鉱
脈
に
何
か
が
存

在
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
悟
り
な
ど
で
は
あ
る
ま
い
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
『
心
経
』
は
矛
盾
を
も
つ
表
現
を
含
む
か
ら
、
そ
の
内
容
を

ど
う
解
示
し
て
い
く
か
は
、
言
語
の
本
性
の
理
解
に
連
な
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
自
己
の
外
側
の
輪
郭
を
柔
ら
か
く
し
て
、
『
心
経
』
に
あ
た
っ

て
み
る
わ
け
だ
。
日
常
的
な
考
え
方
と
は
、
質
の
異
な
っ
た
発
想
法
に
ふ
れ
る
だ

け
で
も
意
味
が
あ
る
。
固
定
し
た
考
え
は
大
脳
の
単
細
胞
化
で
あ
り
、
他
方
、
悟

り
は
、
自
己
が
宇
宙
の
心
に
入
っ
て
一
体
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
『
心
経
』
は
字

面
が
単
純
ゆ
え
に
、
内
容
は
ほ
ぼ
無
際
限
に
拡
が
る
。
こ
と
ば
を
正
確
に
の
み
書

こ
う
と
す
る
よ
う
な
小
ざ
か
し
い
意
図
は
持
っ
て
い
な
い
。

　
『
心
経
』
の
理
解
に
は
、
ま
ず
、
そ
の
ド
ラ
マ
的
構
成
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
劇
中
人
物
は
、
仏
陀
と
観
自
在
菩
薩
と
舎
利
子
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
周

囲
に
は
聴
衆
が
い
る
（
は
ず
で
あ
る
）
。
仏
陀
は
、
観
自
在
菩
薩
を
褒
め
そ
や
す

よ
う
な
口
ぶ
り
で
語
り
始
め
、
主
役
と
し
て
の
登
場
を
う
な
が
す
。
こ
の
菩
薩
の

紹
介
部
分
は
、
自
然
な
形
で
理
解
す
れ
ば
仏
陀
の
言
葉
で
あ
り
、
修
業
中
の
菩
薩

を
持
ち
あ
げ
て
い
る
。
菩
薩
は
仏
陀
の
慈
悲
心
を
波
動
の
感
覚
の
よ
う
に
受
け
と

め
る
存
在
の
象
徴
と
し
て
、
人
び
と
の
苦
を
自
在
に
見
抜
く
。
自
分
だ
け
で
は
足

り
な
い
、
他
の
人
た
ち
も
救
わ
な
け
れ
ば
と
い
う
菩
薩
の
境
地
は
、
大
乗
仏
教
の

教
え
の
根
本
的
な
現
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
菩
薩
は
劇
的
ス
タ
ー
の
役
割
を
帯

び
る
。
他
方
、
舎
利
子
は
、
ド
ラ
マ
と
し
て
は
、
上
座
部
仏
教
の
考
え
を
多
分
に

残
し
た
求
道
者
に
と
ど
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
観
自
在
菩
薩
が
、
舎
利
子
に
完
全

な
知
恵
に
い
た
る
道
と
考
え
方
を
説
き
き
か
せ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
観
自
在

菩
薩
に
聞
き
入
る
の
は
舎
利
子
な
の
だ
が
、
こ
の
人
物
の
発
言
が
ま
っ
た
く
な
さ

れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
面
白
い
。
つ
ま
り
、
「
照
見
」
し
て
い
る
の
は
、
　
（
仏
陀

と
）
菩
薩
だ
け
で
あ
り
、
舎
利
子
は
、
達
観
と
は
ほ
ど
遠
い
位
置
に
い
る
の
で
あ

る
。
な
お
、
最
後
の
「
掲
諦
」
以
下
は
、
マ
ン
ト
ラ
の
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
に
な
っ

て
い
る
。

　
玄
意
訳
と
原
典
を
比
較
し
て
み
る
と
、
玄
藺
笠
は
大
胆
な
加
筆
、
削
除
、
意
訳
、

音
訳
を
含
ん
で
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
漢
訳
は
、
す
で
に
〈
意
味
す
る
も
の
〉

と
く
意
味
さ
れ
る
も
の
〉
の
双
方
に
お
い
て
、
極
め
て
恣
意
的
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
イ
ン
ド
仏
教
は
、
仏
陀
の
死
後
、
何
百
年
間
を
経
て
、
仏
陀
の
教

え
に
あ
ら
た
な
展
開
が
加
え
ら
れ
、
仏
陀
そ
の
も
の
へ
の
信
仰
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な

菩
薩
信
仰
が
派
生
し
た
。
仏
教
の
信
者
は
す
べ
て
仏
の
子
で
あ
り
、
悟
り
を
求
め

る
菩
薩
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
修
業
す
べ
き
だ
と
い
う
発
想
で
あ
る
。

悟
り
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
が
あ
り
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
プ
ロ
セ
ス
も
そ
の
ま

ま
悟
り
と
い
っ
て
よ
い
。
と
も
か
く
、
悟
り
は
心
の
奥
底
に
何
を
生
み
出
し
て
く

る
か
に
か
か
わ
る
。
ど
ん
な
雑
草
、
ど
ん
な
虫
ケ
ラ
に
も
生
き
る
知
恵
が
あ
る
。

英
語
で
死
者
の
こ
と
を
Ω
。
山
と
は
い
わ
な
い
。
仏
教
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
に

天
上
か
ら
の
光
に
よ
っ
て
人
間
の
存
在
の
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
は
し
な
い
の
で
あ

る
。
自
己
の
認
識
改
革
が
す
べ
て
な
の
だ
。
『
心
経
』
は
、
「
衆
生
も
、
本
来
、

仏
な
り
」
の
世
界
で
あ
る
。
ひ
と
り
ひ
と
り
の
自
力
に
よ
る
め
ざ
め
を
期
待
し
て

い
る
。
「
苦
」
や
揮
い
を
忘
れ
さ
せ
る
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
「
苦
」
や
病
い
と
と
も
に
あ
れ
と
い
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
経
典
は
、

最
終
的
に
は
、
マ
ン
ト
ラ
に
よ
る
悦
ば
し
い
声
の
響
き
に
よ
る
発
想
の
大
転
換
を
、

至
上
の
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
記
号
な
し
の
事
実
の
世
界
は
一
価
と
い
え
る
。
多
価
に
な
る
の
は
、
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記
号
と
記
号
の
意
味
が
か
ぶ
さ
り
、
人
間
の
想
い
が
交
錯
す
る
か
ら
だ
。
『
心
経
　

は
こ
の
よ
う
な
言
葉
と
人
間
の
認
識
を
反
映
し
て
き
わ
め
て
レ
ト
リ
カ
ル
で
あ
る
。

〈
空
〉
と
悟
り
と
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
大
き
く
ズ
う
し
て
問
い
か
け

る
の
が
『
心
経
』
な
の
で
あ
る
。
太
陽
に
と
っ
て
は
夜
も
昼
も
な
い
一
物
事
は

す
べ
て
視
座
で
こ
と
な
る
。
入
間
の
歴
史
と
は
記
号
の
解
読
の
歴
史
で
あ
る
。
神

は
記
号
な
し
で
す
ま
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
（
動
物
に
も
記
号
行
動
が
あ
る
）
。

人
間
の
生
活
は
つ
ね
に
二
つ
の
深
渕
に
向
か
っ
て
開
か
れ
て
い
る
一
猛
烈
な
フ
ァ

ナ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
極
度
の
相
対
主
義
と
。
　
『
心
経
』
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
も
超

え
よ
う
と
す
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
？
　
す
べ
て
を
自
我
に
雲
影
さ
せ
、
言
語
記

号
に
よ
る
二
項
対
立
の
絶
対
性
を
放
棄
し
、
マ
ン
ト
ラ
を
唱
和
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
で
あ
る
。

　
本
文
の
検
討
に
戻
る
。

　
「
度
一
切
苦
厄
」
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
文
に
は
な
く
、
玄
　
の
挿
入
で

あ
る
ら
し
い
。
菩
薩
が
悟
り
の
可
能
性
を
大
衆
に
も
拡
げ
る
思
想
が
こ
れ
に
よ
っ

て
強
調
さ
れ
て
い
く
。
」

　
「
建
蔽
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
色
」
と
い
う
形
の
あ
る
物
質
と
、
「
受
・
想
・

行
・
識
」
と
い
う
人
間
の
側
の
感
覚
判
断
作
用
を
同
時
に
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
、
記
号
論
的
に
見
て
興
味
の
持
て
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
記
号
論
は
、

対
象
の
存
在
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
判
断
を
、
こ
と
な
っ
た
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
分

化
さ
せ
つ
つ
も
、
同
時
に
発
生
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
「
色
」
お
よ
び
「
受
・
想
・
行
・
識
」
と
い
う
列
挙
は
、
言
語
と
い
う

も
の
が
必
然
的
に
分
節
化
を
は
た
す
こ
と
を
露
呈
し
て
お
り
、
人
間
の
記
号
化
行

為
の
基
盤
が
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
も
確
乎
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
「
受
想
行
識
」
に
つ
い
て
も
「
空
」
と
の
等
価
主
語
交
換
が
働
い
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
等
価
交
換
を
自
由
に
お
こ
な
う
の
が
『
心
経
』
の
妙
諦
な
の

で
あ
る
。
宇
宙
の
流
れ
を
如
実
に
表
出
す
る
に
は
、
こ
れ
が
最
良
の
表
現
方
法
で

あ
ろ
う
。

　
「
色
不
異
空
／
毒
忌
異
色
」
と
い
う
二
項
の
設
定
は
、
そ
れ
ら
の
二
項
が
い
ず

れ
も
有
意
の
項
目
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
い
き
な
り
、

「
色
即
是
空
／
空
即
是
色
」
と
す
る
よ
り
も
抵
抗
感
が
少
な
く
、
導
入
の
仕
方
と

し
て
は
き
わ
め
て
レ
ト
リ
カ
ル
で
あ
る
。
〈
有
形
〉
も
く
無
形
〉
も
相
互
交
流
の

原
基
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
〈
有
形
〉
は
く
無
形
V
へ
と
変
換
し
、
〈
無

形
V
は
く
有
形
〉
へ
と
変
換
す
る
。
両
者
は
絶
対
的
区
別
で
は
な
い
か
ら
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
「
色
画
論
空
／
空
不
異
色
」
に
お
け
る
「
色
」
と
「
空
」
の
変
換
が

等
位
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
と
も
か
く

記
号
論
的
に
は
、
す
べ
て
の
も
の
の
あ
り
よ
う
を
く
分
け
る
V
と
い
う
仕
方
で
二

項
対
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
「
色
」
と
「
空
」
は
そ
れ
ぞ
れ
項
で
あ
り
、
相
互
に

関
係
の
構
造
に
入
っ
て
い
く
。

　
言
葉
を
変
え
て
い
う
と
、
「
色
」
と
「
空
」
は
逆
立
し
た
構
造
で
あ
る
。
た
が

い
に
自
己
矛
盾
と
し
て
の
対
立
物
を
内
包
し
て
い
る
。
A
と
非
A
と
を
ま
ず
対
立

さ
せ
、
そ
し
て
、
つ
い
に
は
相
互
変
換
を
は
か
る
と
い
う
の
は
、
大
胆
な
記
号
論

的
構
図
で
あ
り
、
　
『
心
経
』
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
構
図
の
内
部
に
あ
る
。
「
色
」

は
「
空
」
に
形
を
与
え
限
定
し
て
い
く
。
「
空
」
は
そ
の
よ
う
に
し
て
「
色
」
の

現
象
化
を
誘
い
出
す
。
「
色
」
と
「
空
」
は
縁
起
と
し
て
関
連
し
あ
う
。
「
色
」
1
1

「
空
」
、
　
「
空
」
1
1
「
色
」
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
ひ
と
た
び
は
、
十
分
に

わ
れ
わ
れ
を
驚
か
せ
る
。
こ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
、
　
「
空
」
と
い
う
く
意
味
す

る
も
の
〉
に
振
り
ま
わ
さ
れ
て
は
い
け
な
い
。
〈
意
味
す
る
も
の
V
に
「
空
」
を

選
ぶ
こ
と
か
ら
く
る
誤
っ
た
理
解
を
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
空
」
は
、

物
質
的
な
意
味
か
ら
メ
タ
フ
ォ
リ
カ
ル
な
意
味
ま
で
そ
の
揺
動
の
幅
は
広
い
の
で

あ
る
。
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「
色
」
1
1
「
空
」
な
ら
ば
こ
そ
、
万
象
は
「
空
」
と
一
体
不
二
で
あ
る
。
「
空
」

と
「
色
」
は
、
根
源
力
と
そ
れ
の
造
作
物
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
人
間
の

よ
う
な
個
体
に
因
縁
す
る
と
、
我
執
と
い
う
「
無
明
」
が
発
生
す
る
。
人
間
は

「
受
想
五
識
」
の
と
り
こ
に
な
る
が
、
自
己
は
「
色
」
　
（
身
体
）
で
あ
り
、
　
「
受

想
行
金
」
の
作
用
を
も
つ
こ
と
を
生
か
し
て
、
自
ら
が
「
空
」
と
相
互
依
存
の
存

在
で
あ
る
こ
と
を
見
き
わ
め
れ
ば
よ
い
。
「
色
」
も
「
空
」
も
そ
れ
自
体
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
頑
強
に
守
っ
て
い
て
は
存
在
で
き
な
い
の
だ
。
「
色
」
1
1
「
空
」

と
い
う
の
は
、
か
な
ら
ず
し
も
逆
説
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
は
、

部
分
的
に
せ
よ
他
と
通
話
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
だ
。
見
か
け
の
逆
説
は
、
逆

説
で
は
な
い
面
を
含
む
の
で
あ
る
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
　
「
色
」
と
「
空
」
の
二
元
に
分
け
る
こ
と
は
、
す
で
に
言
語

と
い
う
記
号
そ
の
も
の
の
分
節
性
に
依
存
し
て
い
る
。
「
色
即
是
空
／
空
即
是
色
」

は
記
号
学
で
見
る
か
ぎ
り
、
前
述
の
よ
う
に
、
　
「
色
」
と
「
空
」
は
相
互
に
入
れ

換
え
可
能
な
項
で
あ
る
。
し
か
し
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
〈
ゼ
ロ
〉
に
あ
た
る

意
味
内
容
を
「
空
」
と
訳
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
る
波
紋
は
き
わ
め
て
大
き
い
か
ら
、

こ
の
波
に
呑
み
こ
ま
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
「
受
想
行
識
」
を
「
空
」
と
す
る

と
き
も
、
こ
の
世
は
空
し
い
か
ら
、
空
し
い
こ
と
を
空
し
い
ま
ま
と
ら
え
よ
、
な

ど
と
は
『
心
経
』
の
よ
う
な
大
乗
仏
典
が
語
る
は
ず
が
な
い
。
要
す
る
に
、
「
空
」

と
は
、
無
限
の
過
去
か
ら
無
限
の
未
来
へ
と
、
「
色
」
を
現
象
さ
せ
る
宇
宙
波
動

の
象
徴
で
あ
る
。
物
質
を
ど
こ
ま
で
細
分
し
て
も
「
空
」
は
見
つ
か
ら
な
い
。
し

か
し
、
物
質
を
構
成
し
、
変
成
し
て
い
く
力
は
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、
「
空
」

な
の
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
般
若
経
典
群
は
、
　
「
空
」
を
説
く
た
め
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
「
空
」

に
つ
い
て
の
考
え
方
も
般
若
経
典
の
歴
史
と
と
も
に
深
ま
る
（
『
心
経
』
は
後
期

の
成
立
と
さ
れ
る
）
。
ま
ず
は
と
も
か
く
、
「
空
」
が
空
し
い
も
の
と
考
え
る
の

は
、
　
『
心
経
』
の
完
全
な
誤
解
で
あ
る
。
　
「
空
」
を
説
く
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま

「
色
」
を
説
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
逆
も
ま
た
正
し
い
。

　
「
空
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
く
る
人
間
の
五
薙
が
な
ぜ
苦
に
あ
え
ぐ
の
か
、
こ
れ

は
文
化
動
物
と
い
わ
れ
る
人
間
の
宿
命
で
あ
る
。
「
空
」
の
思
想
の
理
解
に
よ
っ

て
、
人
間
は
共
同
存
在
の
自
覚
を
も
つ
に
い
た
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
愛
の
力

と
も
な
る
。
他
者
を
救
う
と
い
う
行
為
は
、
「
空
」
の
直
観
の
な
か
に
基
因
が
み

い
だ
さ
れ
る
。
　
「
色
即
是
空
」
か
ら
「
空
即
是
色
」
へ
の
動
き
は
否
定
か
ら
肯
定

へ
の
反
転
で
あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
さ
せ
る
の
が
般
若
波
羅
蜜
の
実
践
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
訳
語
と
し
て
の
「
空
」
に
は
問
題
が
多
い
。
h
空
し

い
」
と
い
う
意
味
に
徹
す
る
と
、
　
「
度
一
切
苦
厄
」
は
理
解
で
き
な
い
し
、
終
結

部
に
お
い
て
「
色
」
と
「
空
」
に
向
か
っ
て
マ
ン
ト
ラ
で
呼
び
か
け
る
意
味
も
消

え
失
せ
る
。
「
色
即
是
空
／
空
即
是
色
」
と
い
う
二
つ
の
「
色
」
を
と
も
に
満
足

さ
せ
る
「
空
」
の
解
釈
が
必
要
な
の
だ
。
　
「
空
」
は
叙
述
形
容
詞
で
は
な
い
。

「
空
」
は
、
多
く
の
場
合
、
名
詞
と
し
て
『
心
経
』
の
あ
ら
ゆ
る
個
所
に
お
い
て

有
効
な
意
味
を
も
っ
て
は
た
ら
い
て
い
る
。
五
慈
が
「
空
」
で
な
け
れ
ば
、
自
我

は
閉
鎖
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
、
ど
う
し
て
も
「
空
」
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
諸
物

は
、
諸
条
件
の
結
合
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
か
ら
、
「
色
」
で
あ
り
つ
つ
「
空
」

で
あ
る
。
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
ほ
ど
の
違
い
で
は

な
い
と
い
う
感
じ
が
本
文
に
は
見
え
る
。
は
っ
き
り
し
た
同
定
／
異
定
の
理
念
を

ぼ
や
か
し
て
い
る
。

　
『
心
経
』
に
お
い
て
は
、
　
「
無
明
」
に
た
い
す
る
明
知
が
説
か
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
「
空
」
の
哲
学
に
は
、
「
空
」
に
も
こ
だ
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
認
め

ら
れ
る
。
明
知
も
「
空
相
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
を
し
っ
か
り
捉
え
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
「
空
」
と
縁
起
の
意
味
の
理
解
の
仕
方
は
、
『
心
経
』
の
読
解

に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。
縁
起
と
は
ヘ
リ
が
お
こ
る
こ
と
、
存
在
物
の
ヘ
リ
が
柔
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軟
に
な
る
こ
と
だ
。
こ
こ
へ
何
で
も
吸
い
よ
せ
る
。
い
ま
、
こ
こ
を
こ
え
て
、
タ

テ
（
時
間
）
、
ヨ
コ
（
空
間
）
に
共
鳴
す
る
。
「
空
」
の
力
に
よ
り
宇
宙
の
根
元
．

が
生
命
体
と
な
っ
て
現
象
化
す
る
。
　
「
空
相
」
で
あ
る
べ
き
「
五
薙
」
に
自
我
が

か
ら
む
と
、
　
「
色
」
の
実
体
性
に
と
ら
わ
れ
、
　
「
空
相
」
に
反
す
る
。
高
次
の

「
五
繭
」
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
縁
起
は
、
つ
な
が
り
と
し
て
初
源
的

な
生
命
か
ら
す
べ
て
別
れ
出
た
の
だ
か
ら
、
全
生
物
は
（
無
生
物
も
入
れ
て
）
一

体
で
あ
る
。
無
限
の
可
能
性
と
し
て
存
在
す
る
か
ら
「
空
」
な
の
だ
。
必
勝
す
る

た
め
に
は
、
ひ
と
ま
ず
は
、
切
断
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
空
」
1
1
虚

無
と
や
れ
ば
、
『
心
経
』
の
教
え
が
台
な
し
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
仏
教
に
は
神
と
い
う
〈
有
〉
が
み
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
す
べ
て
の
生
き
物
が

共
存
す
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
『
心
経
』
に
お
い
て
は
、
有
と
無
の
対
立
の
解

消
を
す
ら
狙
っ
て
い
る
。
色
即
是
水
と
は
表
現
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
う
表
現
さ

れ
て
も
よ
か
っ
た
。
、
色
即
是
風
で
も
い
い
の
で
あ
る
。
「
諸
法
」
の
本
性
は
、
体

内
の
細
胞
の
独
自
で
利
他
的
な
活
動
に
よ
く
現
れ
て
い
る
。
否
定
の
連
続
だ
か
ら

と
い
っ
て
虚
無
的
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
否
定
が
『
心
経
』

を
む
ず
か
し
く
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
　
「
是
諸
法
空
相
」
以
下
は
、
前

述
の
「
色
」
1
1
「
空
」
を
ふ
ま
え
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
　
「
諸

法
」
は
色
相
で
あ
り
、
か
つ
「
空
相
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
解
さ
な
い
と
、

「
不
生
不
滅
」
以
下
の
十
二
文
字
が
無
効
と
な
る
。

　
「
色
」
と
「
無
」
に
つ
い
て
の
分
節
化
は
、
よ
ほ
ど
的
確
に
読
み
と
ら
な
い
と

相
対
主
義
に
陥
る
。
　
『
心
経
』
を
読
む
こ
と
は
、
言
葉
の
論
理
と
超
論
理
に
、
敏

感
す
ぎ
る
ほ
ど
敏
感
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
メ
タ
フ
ァ
ー
の
積
み
重
ね
と
し
て
の

ア
レ
ゴ
リ
ー
の
実
践
例
だ
。
世
界
の
構
造
モ
デ
ル
化
は
す
べ
て
ア
レ
ゴ
リ
ー
な
の

だ
。
『
心
経
』
は
、
イ
メ
ー
ジ
語
が
な
い
と
こ
ろ
が
変
わ
っ
て
い
る
。
あ
っ
て
も

空
漠
と
し
て
い
る
。
人
生
は
空
気
中
で
営
ま
れ
て
も
、
何
事
も
容
れ
な
い
無
の
空

間
で
営
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
　
　
社
会
的
・
文
化
的
環
境
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
と
「
空
」
と
の
関
係
の
問
題
だ
。
と
す
れ
ば
、
「
空
」
は
き
わ
め
て
現
実
的

な
も
の
だ
。
　
「
空
」
こ
そ
充
満
の
原
基
な
の
だ
。
逆
説
を
知
ら
な
け
れ
ば
『
心
経
』

を
語
れ
な
い
。
「
空
」
は
正
に
そ
の
と
お
り
ゼ
ロ
空
間
で
あ
り
、
そ
こ
に
機
縁
さ

え
あ
れ
ば
「
色
」
が
発
生
す
る
。
仏
教
は
、
ま
あ
何
と
レ
ト
リ
カ
ル
な
の
だ
ろ
う
。

言
葉
を
排
し
つ
つ
言
葉
に
よ
り
か
か
る
。

　
「
色
」
は
、
と
り
わ
け
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
が
生
の
関
心
を
も
つ
か
ら
、
記
号
的

な
も
の
で
あ
る
。
　
「
色
」
と
は
こ
の
よ
う
に
記
号
的
な
も
の
だ
か
ら
、
誤
解
、
正

解
、
曲
解
、
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
解
釈
が
発
生
す
る
と
こ
ろ
だ
。
わ
れ
わ
れ
が
ど
う

い
う
立
場
で
ど
う
い
う
人
生
の
関
心
の
も
と
に
読
む
か
、
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ

ば
、
す
べ
て
は
、
馬
の
耳
に
念
仏
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
空
」
は
、
む
し
ろ
、
自
然
科
学
的
に
捉
え
る
方
が
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ

な
い
。
『
心
経
』
全
体
で
は
、
記
号
形
態
と
し
て
「
空
」
が
六
回
、
「
不
」
が
六

回
、
　
「
無
」
が
＝
二
回
出
る
か
ら
、
い
ち
じ
る
し
く
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
見
え

る
が
、
意
味
内
容
と
し
て
は
否
定
の
否
定
を
内
蔵
し
て
い
る
か
ら
、
そ
う
で
も
な

い
の
で
あ
る
。
個
的
に
「
生
／
滅
」
、
　
「
増
／
減
」
は
あ
る
が
、
「
色
／
空
」
を

連
続
相
と
し
て
捉
え
る
立
場
か
ら
す
る
と
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
積
極
的
な
意
味

を
も
た
な
い
。
「
空
相
」
と
は
、
色
相
が
生
じ
る
肯
定
面
と
受
け
と
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。
こ
の
辺
り
の
六
つ
の
「
不
」
は
、
い
ず
れ
も
否
定
的
概
念
で
な
い
。

記
号
論
的
に
は
、
「
色
／
空
」
と
い
う
概
念
の
差
異
は
、
そ
の
ま
ま
相
互
補
完
だ

と
い
う
こ
と
が
わ
か
れ
ば
よ
い
。

　
「
無
無
明
／
亦
無
無
明
尽
」
と
「
無
老
死
／
無
老
死
尽
」
の
表
面
的
な
意
味
の

対
立
は
、
「
色
ほ
空
」
の
基
本
的
発
想
か
ら
す
れ
ば
、
別
に
不
可
解
と
す
る
ほ
ど

の
も
の
で
は
な
い
。
　
「
無
明
」
の
存
在
も
不
在
も
デ
ィ
ジ
タ
ル
な
二
分
法
と
し
て

は
、
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
の
「
無
苦
集
滅
道
／
無
智
／
無
得
／
無
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所
得
」
と
と
も
に
、
二
項
対
立
的
思
考
に
鉄
槌
が
下
る
。
そ
も
そ
も
、
「
色
」
1
1

「
空
」
と
い
う
核
心
的
主
張
か
ら
す
れ
ば
、
「
無
明
」
の
在
・
不
在
、
　
「
得
」
の

在
・
不
在
は
、
在
と
不
在
と
の
二
分
法
が
根
本
的
に
揺
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

記
号
操
作
の
う
え
か
ら
の
み
必
要
な
区
分
の
立
て
方
で
し
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
人
生
が
一
人
に
一
個
だ
け
あ
て
が
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
、

「
色
」
と
「
空
」
の
二
元
流
動
論
が
生
じ
る
。
　
「
苦
」
と
い
え
ど
も
「
空
」
だ
か

ら
固
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
何
ら
か
の
因
と
縁
が
与
え
ら
れ
れ
ば
消
滅
に
向
か

う
。
「
空
」
を
空
し
い
と
し
て
し
ま
う
と
、
あ
と
は
空
し
い
と
悟
る
こ
と
が
空
し

い
こ
と
の
克
服
だ
と
い
う
論
理
を
ふ
り
ま
わ
す
こ
と
に
な
る
。
『
心
経
』
的
に
い

え
ば
、
実
体
と
か
黒
体
と
か
い
う
概
念
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
成
立
し
な
い
。

だ
か
ら
、
『
心
経
』
を
解
説
す
る
と
き
に
何
が
実
体
だ
、
何
が
実
体
性
を
欠
く
な

ど
と
い
っ
て
み
て
も
始
ま
ら
な
い
。
実
体
も
図
体
も
相
対
遷
す
る
と
こ
ろ
に
、

『
心
経
』
の
世
界
が
ひ
ら
け
て
い
る
。

　
と
す
れ
ば
、
「
色
」
も
「
空
」
も
大
差
は
な
い
。
人
間
に
と
っ
て
可
視
の
世
界

と
不
可
視
の
世
界
と
思
え
ば
よ
い
。
可
視
の
世
界
は
不
可
視
の
世
界
へ
変
わ
り
、

不
可
視
の
世
界
は
可
視
の
世
界
へ
変
わ
る
。
「
空
」
も
物
質
的
な
の
で
あ
る
（
「
色
」

1
1
「
空
」
の
ゆ
え
に
）
。
両
者
は
本
来
対
立
項
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

互
い
に
否
定
的
意
味
の
形
容
詞
に
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
　
「
受
忍
行
識
」
も

「
空
」
、
　
「
空
」
も
ま
た
「
受
領
行
年
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
対
立
項
は
、

そ
れ
ぞ
れ
前
半
だ
け
を
見
る
と
誤
る
。
つ
ね
に
対
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
　
「
色
」
と
い
え
ど
も
単
純
に
モ
ノ
と
は
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
強
い
て

い
え
ば
、
〈
人
間
の
眼
で
見
た
モ
ノ
V
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
空
」
は

可
能
性
の
根
拠
な
の
で
あ
る
。
「
色
」
と
の
相
互
関
係
を
生
み
だ
す
力
の
根
源
な

の
で
あ
る
。
　
「
諸
法
空
相
」
か
ら
く
諸
法
色
相
V
と
な
る
た
め
に
は
、
因
と
い
う

タ
テ
の
繋
が
り
と
縁
と
い
う
ヨ
コ
の
繋
が
り
を
要
す
る
。

　
さ
て
、
「
是
故
空
中
無
色
」
以
下
の
部
分
は
、
や
や
く
ど
い
繰
り
返
し
的
説
明

に
な
っ
て
い
る
。
　
『
心
経
』
全
体
の
簡
潔
さ
を
壊
す
ほ
ど
の
量
に
な
っ
て
い
る
の

は
、
い
さ
さ
か
問
題
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
五
蕪
」
も
く
十
二
処
・
十
八
界
〉
も
、

固
定
し
た
存
在
で
は
な
い
こ
と
を
い
っ
て
い
る
と
思
え
ば
よ
い
。
こ
の
あ
た
り
の

「
空
」
の
概
念
は
、
ほ
と
ん
ど
縁
起
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
　
「
色
」
1
1
「
空
」
と

い
う
の
は
恐
怖
だ
か
ら
、
「
空
」
1
1
「
色
」
と
い
う
反
転
に
よ
っ
て
そ
の
恐
怖
を

止
揚
し
て
い
く
。
　
「
空
」
が
す
な
わ
ち
「
色
」
と
は
、
す
ば
ら
し
い
転
換
だ
。

「
色
」
が
わ
か
る
の
は
「
色
」
の
流
動
相
に
お
い
て
で
あ
る
。
つ
い
に
は
、
水
と

草
木
と
動
物
と
人
間
が
共
生
し
て
い
る
イ
ン
ド
の
思
想
と
い
え
よ
う
か
。
肉
食
し

て
も
、
植
物
食
し
て
も
、
た
ま
た
ま
今
日
の
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
ら
が
わ
れ
わ
れ
を

養
っ
て
く
れ
た
。
い
ず
れ
逆
の
日
も
来
る
と
考
え
て
よ
い
。
あ
る
の
は
生
き
る
べ

き
生
活
だ
け
だ
。
あ
と
は
個
人
を
こ
え
る
。
生
は
生
命
の
形
態
へ
の
閉
じ
こ
め
、

死
は
生
命
を
形
態
か
ら
宇
宙
へ
拡
大
す
る
の
で
あ
り
、
実
質
が
個
的
形
態
か
ら
拡

散
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
東
洋
の
宗
教
は
、
抽
象
的
真
理
や
仏
に
帰
依
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
、
人
間
中

心
思
想
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
死
ぬ
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
て
も
、
あ
る
い
は
わ
か
っ

て
い
る
が
ゆ
え
に
、
人
間
は
宗
教
に
魅
惑
の
眼
を
む
け
る
。
生
き
る
と
は
、
生
か

さ
れ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
ま
で
。
人
間
に
は
不
可
思
議
な
可
能
性
が

あ
る
。
こ
の
存
在
の
環
の
一
個
の
玉
と
し
て
、
自
己
は
十
分
に
拡
充
的
で
あ
り
う

る
。
思
想
と
し
て
一
つ
の
領
土
を
も
っ
た
り
、
他
の
思
想
を
属
領
に
し
ょ
う
と
す

る
意
志
は
『
心
経
』
に
は
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア
と
も
対
立
す
る
。
加
え
て
、

私
的
な
欲
求
を
あ
の
世
で
実
現
す
る
な
ど
と
い
う
、
ど
こ
か
の
宗
教
の
よ
う
な
予

約
制
度
は
と
ら
な
い
。

　
『
心
経
』
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
は
、
当
時
の
イ
ン
ド
人
に
と
っ
て
難
解

で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
　
『
心
経
』
の
中
心
は
、
表
面
的
に
は
、
①
空
観
に
よ
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る
安
住
、
②
因
果
と
業
を
こ
え
た
知
恵
の
完
成
に
お
か
れ
て
い
る
。
①
と
②
は
、

一
体
と
な
っ
て
現
世
利
益
と
な
る
。
　
『
心
経
』
は
意
外
に
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
な
の

で
あ
る
。
人
間
に
は
生
ま
れ
つ
き
般
若
波
羅
蜜
の
基
礎
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い

う
前
提
が
あ
り
そ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
マ
ン
ト
ラ
は
、
本
来
そ
な
わ
っ
て
い
る
知

恵
の
意
識
的
無
意
識
的
引
出
し
を
狙
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ン
ト
ラ
を
理
解
し
、

納
得
し
、
口
で
唱
え
、
自
己
と
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
実
践
す
る
こ
と
が

望
ま
れ
て
い
る
。
マ
ン
ト
ラ
そ
れ
自
体
に
絶
対
的
な
効
能
が
あ
る
と
思
う
の
は
、

こ
と
ば
の
機
能
に
た
い
す
る
誤
解
で
あ
る
。
仏
陀
は
も
と
も
と
呪
術
を
認
め
て
い

な
い
。
仏
陀
入
滅
の
言
葉
1
一
「
お
ま
え
た
ち
は
、
私
が
亡
く
な
っ
て
も
指
導
者

が
な
く
な
っ
た
と
思
っ
て
は
い
け
な
い
。
私
の
説
い
た
教
え
と
掟
が
お
ま
え
た
ち

の
指
導
者
で
あ
る
」
一
は
、
実
に
す
ば
ら
し
い
言
葉
だ
。
こ
こ
か
ら
仏
陀
へ
の

個
体
的
崇
拝
は
生
ま
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
般
若
波
羅
蜜
と
は
、
根
源
と
し
て
の

「
空
」
　
（
も
ち
ろ
ん
「
色
」
に
加
え
て
）
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
だ
。

　
続
い
て
、
本
稿
の
中
心
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
「
翔
諦
」
以
下
の
意
味
を
考
え

て
い
く
。

　
「
色
」
1
1
「
空
」
と
い
う
図
式
は
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
る
と
、
そ
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
の
無
際
限
の
拡
大
を
伴
っ
て
自
己
硬
化
す
る
。
そ
の
解
放
が
、
終
結
部
の
マ
ン

ト
ラ
（
真
言
）
な
の
で
あ
る
。
民
衆
が
「
色
」
腱
「
空
」
の
思
想
に
呑
み
こ
ま
れ

る
の
を
恐
れ
て
、
「
朔
諦
」
と
切
り
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
マ
ン
ト
ラ
に
よ
っ
て

認
識
と
記
号
の
網
目
か
ら
逃
れ
て
い
く
。
無
い
無
い
（
本
当
は
そ
う
で
は
な
い
が
）

と
い
っ
て
い
る
中
に
淋
し
く
な
っ
た
。
心
身
論
だ
か
ら
心
身
論
全
体
が
影
響
を
受

け
る
。
こ
の
こ
と
は
、
短
い
経
典
だ
か
ら
終
わ
り
方
に
苦
労
が
あ
る
、
と
い
う
よ

う
な
視
点
で
は
解
決
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
「
色
」
を
演
じ
、
　
「
空
」
を
演

じ
、
そ
し
て
「
掲
諦
」
を
演
じ
る
。
　
「
色
」
ー
ー
「
空
」
の
認
識
を
基
盤
に
、
生
命

の
躍
動
に
陶
酔
し
て
生
き
る
。
「
色
」
1
1
「
空
」
の
図
式
は
あ
ま
り
に
リ
ア
ル
す

ぎ
て
、
ふ
ど
虚
構
の
に
お
い
も
漂
う
。
「
色
」
1
1
「
空
」
が
面
白
く
て
、
「
謹

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
（
「
色
」
1
1
「
空
」
を
超
え
て
、
あ
る
い
は
「
色
」

1
1
「
空
」
を
ズ
う
せ
て
そ
う
な
る
の
だ
）
。
「
空
」
の
主
張
が
記
号
優
先
の
思
考

で
あ
る
こ
と
を
、
　
「
翔
諦
」
で
一
瞬
う
す
め
て
い
く
。
そ
の
思
念
は
、
　
「
…
掲
諦
」

の
唱
和
の
中
に
沈
め
ら
れ
る
。
　
「
色
」
と
「
空
」
の
哲
学
は
、
そ
の
純
粋
観
念
を

守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
あ
ま
り
考
え
て
い
る
と
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
が

増
大
す
る
。
　
「
掲
諦
」
で
そ
れ
を
停
止
さ
せ
る
の
だ
。
こ
こ
に
は
、
ほ
と
ん
ど
神

秘
的
な
受
動
の
状
態
が
あ
る
。
　
「
色
」
と
「
空
」
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
個
々
の
人

間
の
思
想
的
把
握
を
超
え
、
宇
宙
に
避
寒
す
る
波
動
と
な
る
。
神
秘
度
を
抑
え
て

い
い
か
え
れ
ば
、
個
体
の
「
色
」
と
「
空
」
の
受
け
止
め
が
身
体
化
さ
れ
て
「
色
」

の
、
そ
し
て
「
空
」
の
悦
び
と
な
っ
て
い
く
。

　
『
心
経
』
は
、
真
理
（
「
色
即
是
空
／
空
即
是
色
」
）
も
ま
た
流
動
的
で
あ
る

こ
と
を
知
り
つ
く
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
マ
ン
ト
ラ
の
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
が
最
後

に
置
か
れ
て
い
る
意
味
も
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
掲
諦
」
以
下
が
マ
ン
ト
ラ

で
あ
り
、
般
若
波
羅
蜜
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
マ
ン
ト
ラ
で
は
な
い
。
マ
ン
ト
ラ

は
翻
訳
不
可
と
さ
れ
、
玄
　
も
音
写
で
済
ま
し
て
い
る
が
、
意
味
が
判
ら
な
い
と

何
に
も
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
仏
陀
は
、
言
葉
の
力
を
呪
術
と
し
て
用
い
る
こ

と
を
戒
め
て
も
い
る
か
ら
尚
更
だ
。

　
「
色
即
是
空
」
を
思
い
出
し
て
、
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
な
ら
ず
と
も
よ
い
。

「
色
即
是
空
」
は
楽
し
め
ば
よ
い
と
い
う
発
想
も
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

認
識
の
構
築
の
厳
し
さ
（
そ
れ
ゆ
え
に
不
完
全
さ
）
を
知
っ
て
、
そ
れ
す
ら
ウ
ヤ

ム
ヤ
に
し
て
し
ま
い
そ
う
な
雰
囲
気
が
あ
る
。
　
「
色
」
“
「
空
」
な
ど
誰
が
構
築

し
た
思
想
か
と
い
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
世
の
こ
と
を
、
た
っ
た
一
文
や
二
文

に
ま
と
め
よ
う
と
す
る
こ
と
を
恥
じ
た
観
自
在
菩
薩
の
姿
が
眼
に
浮
か
ぶ
。
そ
し

て
、
聴
衆
と
と
も
に
「
掲
諦
、
翔
諦
」
と
唱
和
す
る
の
だ
。
構
築
と
し
て
の
悟
り
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鶏

を
自
ら
否
定
す
る
舞
踏
的
語
り
だ
。

　
言
葉
が
思
想
を
呼
び
、
そ
の
思
想
が
勝
手
に
厳
し
い
形
と
な
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

を
も
の
が
解
っ
た
気
に
さ
せ
る
と
い
う
、
観
念
演
技
へ
の
反
省
、
こ
れ
が
『
心
経
』

の
末
尾
の
機
能
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
語
り
う
る
言
葉
の

意
味
形
成
の
力
に
打
た
れ
る
。
結
局
、
わ
れ
わ
れ
を
い
ち
ば
ん
驚
か
せ
る
も
の
は
、

こ
の
、
言
葉
の
意
味
形
成
力
な
の
だ
。
し
か
し
、
体
験
さ
せ
な
け
れ
ば
知
恵
は
決

し
て
身
に
つ
か
な
い
。
言
葉
へ
の
感
動
と
マ
ン
ト
ラ
は
し
っ
か
り
結
び
つ
い
て
い

る
。
人
間
の
生
は
、
人
間
の
実
質
で
あ
る
宇
宙
の
物
体
が
一
定
の
仕
方
で
集
ま
っ

た
様
式
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
質
と
し
て
は
永
続
で
、
形
式
と
し
て
は
一
代

限
り
な
の
で
あ
る
。
生
の
充
実
は
、
観
念
的
な
意
味
づ
け
に
よ
っ
て
生
が
自
己
欺

隔
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
の
み
お
こ
る
。
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
だ
け
で
は
生
き
て
い
け

な
い
。
だ
か
ら
、
「
娼
諦
」
以
下
の
マ
ン
ト
ラ
（
観
念
的
な
意
味
づ
け
を
超
え
る

も
の
）
が
輝
く
の
だ
。
こ
こ
に
は
、
〈
意
味
す
る
も
の
〉
へ
の
徹
底
的
な
憧
れ
す

ら
あ
る
。
こ
れ
は
、
も
は
や
反
記
号
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
対
立
観
念
の
止
揚
の

教
え
よ
り
も
歌
へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
。
本
当
の
と
こ
ろ
は
、
聞
き
手
の
側
の
無

数
の
声
が
そ
れ
を
望
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
人
問
だ
け
が
祝
祭
時
闇
と
祝
祭
空
間
を
知
っ

た
。
記
号
系
の
支
配
を
ふ
と
解
き
放
っ
た
と
き
の
感
覚
は
、
そ
の
よ
う
な
祝
祭
性

へ
向
か
っ
て
開
か
れ
る
。
こ
の
と
き
、
そ
の
一
瞬
が
充
実
す
る
と
、
意
識
と
し
て

の
世
界
は
分
割
さ
れ
な
い
。
富
も
名
声
も
解
体
さ
れ
、
瞬
間
の
生
が
輝
く
。
つ
ま

り
、
死
の
実
感
者
が
も
つ
生
へ
の
い
と
お
し
さ
と
い
う
こ
と
だ
。
永
劫
の
死
へ
の

恐
怖
が
緩
和
さ
れ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
宗
教
に
よ
る
宗
教
的
欺
隔
の
克
服
の
形
態

な
の
で
あ
る
。
生
き
と
し
生
け
る
も
の
へ
の
新
た
な
視
座
が
際
立
っ
て
く
る
。
上

葉
に
は
、
ひ
と
た
び
観
念
的
に
つ
く
り
あ
げ
だ
二
元
対
立
の
解
消
が
あ
る
。
渥
葉

は
同
時
に
切
り
は
な
さ
れ
た
も
の
の
接
合
の
理
想
で
あ
る
。
虚
無
と
古
葉
の
同
一

性
へ
の
憧
れ
、
二
分
断
さ
れ
て
い
る
人
間
の
融
和
へ
の
願
望
が
、
「
色
」
日
「
空
」

図
式
か
ら
発
生
す
る
の
で
あ
る
。

　
別
の
視
点
か
ら
い
え
ば
、
「
翔
諦
」
以
下
は
、
先
行
の
過
剰
な
思
念
を
捌
か
し

て
い
く
祝
祭
的
方
法
で
あ
る
。
「
色
即
是
空
／
空
即
是
色
」
と
い
う
思
考
と
は
異

質
な
マ
ン
ト
ラ
こ
そ
、
　
『
心
経
』
の
実
相
な
の
だ
。
か
れ
や
そ
れ
や
わ
た
し
な
ど

は
、
現
象
的
な
の
だ
が
、
「
掲
諦
」
以
下
は
非
人
称
で
生
き
る
こ
と
を
訴
え
て
い

る
。
あ
る
い
は
、
自
己
な
ど
当
初
か
ら
無
意
味
な
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
無
明
は
肯

定
概
念
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
克
服
さ
れ
る
べ
き
原
初
の
渾
然
さ
と
し
て

は
。
意
味
づ
け
で
は
な
く
て
、
世
界
を
聞
く
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
　
「
翔

諦
、
編
諦
」
と
い
う
ど
こ
か
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
感
が
す
る
空
間
が
、
雰
囲
気
に

酔
い
し
れ
て
退
場
す
る
人
間
に
ど
の
よ
う
な
現
実
が
待
ち
う
け
て
い
る
か
。
神
秘

主
義
に
は
赴
き
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
機
（
有
効
性
が
期
待
で
き
る
こ
と
）
に
赴

き
、
現
在
の
卑
小
さ
の
な
か
に
永
遠
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
現
出
さ
せ
る
こ
と
、
小
さ

な
自
己
の
破
壊
、
自
我
の
意
識
、
つ
ま
り
、
枠
の
放
棄
な
の
だ
。
人
生
の
意
味
化

を
減
ら
し
て
生
き
る
こ
と
が
、
「
色
」
一
1
「
空
」
認
識
に
ま
さ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。

マ
ン
ト
ラ
に
お
い
て
は
く
悟
り
の
境
地
へ
渡
り
来
っ
た
V
と
い
う
、
結
果
の
先
取

り
が
何
よ
り
も
有
効
な
の
で
あ
る
。
悟
り
も
す
で
に
成
就
し
た
の
だ
、
と
い
い
切

る
覚
悟
で
望
む
の
だ
。
完
了
形
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
す
で
に
到
達
し
た

．
の
だ
。
願
望
は
す
で
に
実
現
さ
れ
た
も
の
と
し
て
心
の
奥
底
で
捉
え
る
わ
け
だ
。

願
う
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
成
就
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
必
要
で
あ
る
。

〈
成
っ
た
、
成
っ
た
、
完
全
に
到
達
し
た
、
悟
り
よ
、
悦
び
よ
V
。
こ
の
終
結
部

は
、
断
乎
た
る
表
現
で
有
無
を
い
わ
せ
な
い
。
『
心
経
』
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
実

に
よ
く
按
配
し
て
い
る
。
悟
り
は
、
説
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
説
く
。
そ
し

て
、
マ
ン
ト
ラ
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
意
識
の
底
へ
沈
め
る
の
で
あ
る
。
世
界
と
い

う
場
に
お
い
て
、
「
色
」
1
1
「
空
」
の
図
式
は
時
間
法
則
で
あ
っ
た
。
　
「
翔
諦
」

以
下
は
、
そ
の
時
間
法
則
を
瞬
時
ぐ
ら
っ
か
せ
る
の
で
あ
る
。
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や
や
繰
り
返
し
的
に
い
え
ば
、
「
翔
諦
」
以
下
は
、
「
空
」
の
理
を
戯
化
し
た

構
成
で
、
そ
れ
の
デ
ィ
ヴ
ェ
ル
テ
ィ
メ
ン
ト
化
だ
。
　
「
空
」
の
無
化
を
演
じ
て
い

く
。
あ
る
意
味
で
は
色
空
華
は
現
実
的
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
無
口
夏
細
的
に
見
れ
ば
、

無
の
積
み
重
ね
（
延
べ
五
三
回
）
は
そ
の
ピ
ー
ク
に
お
い
て
、
肯
定
的
な
軽
み
へ

と
変
換
さ
れ
て
い
く
。
あ
と
は
、
言
葉
の
軽
や
か
な
身
ぶ
り
が
よ
い
。
　
『
心
経
』

は
く
意
味
す
る
も
の
V
の
軽
み
へ
向
か
う
。
マ
ン
ト
ラ
は
、
人
生
を
一
個
の
大
き

な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
化
す
る
嬉
遊
曲
だ
。

　
仏
教
の
中
心
思
想
で
あ
る
輪
廻
か
ら
の
解
脱
の
た
め
に
は
、
と
も
か
く
悟
り
を

得
れ
ば
よ
い
と
す
る
。
輪
廻
が
そ
れ
ま
で
の
イ
ン
ド
思
想
の
本
質
だ
と
す
る
と
、

悟
り
は
、
こ
の
イ
ン
ド
思
想
の
秩
序
を
混
沌
に
変
え
て
し
ま
う
ほ
ど
の
革
命
的
な

認
識
で
あ
る
。
『
心
経
』
成
立
時
の
関
係
者
は
、
最
後
の
マ
ン
ト
ラ
の
意
味
を
知
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
意
味
を
知
っ
て
い
た
か
ら
、
た
と
え
ば
『
大
本
般
若
心
経
』

で
は
仏
陀
は
、
菩
薩
に
「
そ
の
と
お
り
だ
若
者
よ
」
と
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の

場
の
人
び
と
は
、
菩
薩
の
こ
と
ば
の
知
恵
と
声
の
響
き
に
感
動
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
マ
ン
ト
ラ
は
聞
く
だ
け
で
、
人
び
と
は
歓
喜
し
た
（
と
思
わ
れ
る
）
。
ひ
と

た
び
は
「
苦
」
と
化
し
た
「
五
薙
」
は
、
マ
ン
ト
ラ
に
よ
っ
て
「
空
」
の
根
元
へ

と
ふ
た
た
び
結
び
あ
わ
さ
れ
る
。
マ
ン
ト
ラ
を
唱
え
る
こ
と
、
そ
れ
じ
た
い
が
問

題
で
は
な
く
、
「
空
」
と
ふ
た
た
び
一
体
化
す
る
こ
と
（
梵
我
一
如
）
が
実
践
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
捉
わ
れ
な
い
た
め
に
絶
対
者
を
指
定
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
「
掲
諦
」
と
も
な
れ
ば
清
朗
な
気
分
に
み
た
さ
れ
る
。
欲
得
を
払
拭

し
た
認
識
だ
。
　
「
色
」
と
「
空
」
の
同
質
化
に
お
い
て
自
己
の
充
溢
を
感
じ
る
こ

と
に
な
る
。
小
さ
な
多
目
的
悦
び
の
つ
み
重
ね
に
よ
り
、
小
人
で
も
解
脱
に
近
い

状
態
で
生
き
ら
れ
る
の
だ
。
何
で
も
と
り
こ
ん
で
自
分
を
豊
か
に
す
る
と
い
う
発

想
で
も
な
い
。
思
想
的
な
い
し
物
質
的
積
み
重
ね
の
パ
ラ
ノ
イ
ア
を
排
し
て
い
る
。

「
色
」
一
辺
倒
も
「
空
」
一
辺
倒
も
、
構
築
へ
の
意
志
と
し
て
解
体
し
て
い
く
。

『
心
経
』
の
本
質
は
、
　
「
色
」
に
せ
よ
、
　
「
空
」
に
せ
よ
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
献

身
し
な
い
こ
と
を
述
べ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
　
「
空
」
だ
け
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と

い
う
読
み
取
り
は
で
き
な
い
。
だ
い
い
ち
、
「
空
」
が
成
立
す
る
に
は
「
色
」
が

必
要
な
の
で
あ
る
。
　
『
心
経
』
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
「
空
」
の
哲
学
を
発

見
す
る
と
い
う
の
は
、
発
見
者
が
そ
う
し
た
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
実
の
と
こ

ろ
は
、
「
色
」
／
「
空
」
の
二
者
択
一
的
思
考
を
い
っ
た
ん
成
立
さ
せ
、
そ
し
て
、

そ
れ
に
こ
だ
わ
る
こ
と
を
斥
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
欲
求
の
ま
ず
し
さ
、
ど
こ
か

自
然
の
声
を
聞
く
、
と
い
う
風
情
が
あ
る
。
最
後
の
マ
ン
ト
ラ
は
「
色
」
と
亮
芒

を
分
け
る
の
が
、
む
し
ろ
、
手
続
き
上
の
問
題
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
わ
れ
わ
れ

は
、
色
－
空
…
色
－
空
の
流
れ
の
中
へ
入
る
の
だ
。
一
曲
の
デ
ィ
ヴ
ェ
ル
テ
ィ
メ

ン
ト
と
な
る
と
き
、
凝
縮
し
た
時
間
が
存
在
し
う
る
（
色
と
空
が
重
合
す
る
）
。

結
果
や
目
的
よ
り
も
、
今
の
瞬
間
の
充
溢
だ
。
今
を
空
疎
に
し
な
い
。
そ
の
今
の

積
合
に
よ
っ
て
、
所
有
・
権
力
・
目
的
は
静
か
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
。

　
『
心
経
』
は
宗
教
的
認
識
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
が
本
来
的
に
否

定
し
て
い
る
分
節
化
の
ワ
ナ
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
気
づ
い
て
マ
ン
ト

ラ
を
掲
げ
た
の
だ
。
「
色
」
と
「
空
」
と
の
分
離
も
反
省
さ
れ
た
の
だ
。
「
掲
諦
」

と
い
う
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
的
な
軽
や
か
で
陽
気
で
神
秘
的
態
度
だ
。
た
だ
し
、
こ

れ
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
背
中
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
。
　
「
色
」
す
な
わ
ち
「
空
」
と

い
う
の
は
処
理
の
仕
方
が
枠
組
的
だ
っ
た
わ
け
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
「
翔
諦
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

い
っ
て
問
題
を
両
義
化
し
て
し
ま
う
。
「
色
」
と
か
「
空
」
と
か
そ
れ
じ
た
い
を

極
め
る
こ
と
は
空
疎
だ
。
空
崇
拝
の
空
虚
性
に
気
づ
け
ば
よ
い
。
「
色
」
け
「
空
」

図
式
か
ら
は
み
出
た
も
の
が
、
不
安
定
に
累
積
す
る
か
ら
、
『
心
経
』
は
『
心
経
』

を
壊
す
こ
と
に
よ
っ
て
『
心
経
』
た
ら
ん
と
す
る
ほ
か
な
く
な
る
。

　
お
よ
そ
西
欧
や
日
本
の
物
質
文
明
の
普
通
の
考
え
と
は
相
容
れ
な
い
が
、
人
間

を
物
理
化
学
的
現
象
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
ふ
し
も
あ
る
。
生
の
活
動
は
死
に
直
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結
す
る
か
ら
、
そ
の
死
の
活
動
も
生
に
直
結
す
る
の
だ
。
生
命
体
に
は
死
が
あ
り
、

こ
の
思
想
は
そ
こ
か
ら
逆
算
さ
れ
て
い
る
。
死
ん
で
ど
う
な
る
と
は
、
本
当
は
問

う
て
い
な
い
。
マ
ン
ト
ラ
は
、
存
在
の
こ
だ
ま
で
あ
る
。
明
晰
に
分
節
し
、
そ
れ

を
シ
ス
テ
ム
（
自
己
完
結
）
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
へ
の
懐
疑
が
あ
る
。
存
在
す

る
も
の
一
自
然
や
人
間
　
　
の
連
帯
感
と
融
合
感
も
こ
こ
か
ら
生
じ
る
。
菩
薩

は
観
念
的
な
饒
舌
家
で
し
か
な
い
よ
う
な
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
権
化
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
れ
が
否
定
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
「
掲
諦
」
と
い
っ
て
、
生
き
生
き
と
人
生
を
生
き
る
の
だ
。
自
分
の
選
択
、
積

極
的
な
主
体
的
実
践
の
回
復
、
生
命
（
U
実
質
の
凝
集
力
）
の
充
実
を
期
す
る
。

そ
し
て
そ
の
瞬
間
の
、
目
的
意
識
で
は
な
く
、
い
ま
生
き
て
い
る
こ
と
へ
の
大
ら

か
な
笑
い
　
　
こ
れ
こ
そ
が
、
拘
束
と
し
て
人
生
に
対
抗
し
う
る
唯
一
の
手
段
な

の
だ
。
　
「
色
即
是
空
」
　
（
「
空
即
是
色
」
）
は
差
異
の
解
消
だ
け
れ
ど
、
そ
ん
な

こ
と
を
あ
げ
つ
ら
う
の
は
「
冷
遇
」
に
対
し
て
差
異
を
つ
く
っ
て
し
ま
う
。
認
識

構
築
型
の
宇
宙
感
覚
を
脱
構
築
し
て
し
ま
う
、
こ
の
マ
ン
ト
ラ
は
当
時
の
破
格
的

な
文
法
構
文
だ
と
い
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
悦
ば
し
い
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
に
は
な

ら
な
い
。
世
界
は
そ
の
よ
う
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
い
ま
、
こ
こ
に
あ
る
i
。

　
構
築
的
に
考
え
る
の
を
や
め
に
し
て
、
思
い
切
っ
て
歓
喜
の
歌
を
唱
和
し
て
、

生
き
る
こ
と
の
充
溢
を
は
か
る
。
こ
れ
は
文
字
ど
お
り
脱
構
築
な
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
教
団
の
内
部
の
組
織
は
民
衆
と
と
も
に
と
ど
ま
り
得
る
。
前
半
部

の
覚
醒
が
熱
狂
へ
の
原
動
力
に
な
っ
た
。
覚
醒
だ
け
の
状
態
を
続
け
る
こ
と
は
無

意
味
な
の
だ
。
詮
じ
つ
め
れ
ば
、
『
心
経
』
は
、
熱
狂
（
「
掲
諦
」
）
と
覚
醒

（
「
空
」
）
と
が
逆
方
向
に
共
存
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト
な
の
だ
。
　
「
翔
諦
」
の
熱

狂
性
、
　
「
色
」
も
「
空
」
も
あ
る
か
と
い
う
ハ
チ
ャ
メ
チ
ャ
こ
そ
、
　
『
心
経
』
の

本
質
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
『
心
経
』
と
い
う
短
い
経
典
の
論
理
的
構
造
を
、

し
っ
か
り
見
き
わ
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
瞬
時
あ
る
い
は
半
永
続
的
に

救
わ
れ
る
と
思
っ
て
も
、
言
葉
と
事
象
と
が
遊
離
し
て
い
る
た
め
、
わ
た
し
た
ち

は
内
部
か
ら
崩
れ
て
い
く
。
人
間
は
、
す
べ
て
に
お
い
て
決
定
不
可
能
性
の
内
部

に
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
幻
想
（
功
名
な
ど
）
を
追
っ
払
っ
て
も
言
葉
に
捉
え

ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
現
実
も
実
相
も
見
え
な
い
の
だ
。
　
「
掲
諦
」
に
よ
っ
て
、

論
理
の
進
行
を
遮
断
し
て
お
く
こ
と
。
イ
メ
ー
ジ
の
暗
さ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
を
軽
減
し
て
お
く
。
集
団
の
ひ
と
つ
の
心
身
の
踊
り
の
内
部
に
ま
と
め
て
お
く
。

コ
ス
モ
ス
の
中
に
、
ム
ニ
度
カ
オ
ス
を
通
過
さ
せ
る
。
緻
密
な
連
続
的
認
識
に
ひ

と
つ
の
亀
裂
を
走
ら
せ
る
。
そ
し
て
、
柔
ら
か
で
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
身
体
に
す
べ
て

を
委
ね
る
。
「
色
」
1
1
「
空
」
図
式
は
心
的
認
識
だ
。
「
掲
諦
」
は
心
身
の
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
だ
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
空
」
の
哲
理
を
知
っ
て
も
そ
の
と
お
り
に
は
生
き
ら
れ
ず
、
デ
ィ

ヴ
ェ
ル
テ
ィ
メ
ン
ト
的
マ
ン
ト
ラ
に
も
な
じ
め
な
い
と
、
あ
る
種
の
い
ら
だ
ち
を
、

『
心
経
』
と
人
生
の
両
面
に
感
じ
る
。
マ
ン
ト
ラ
の
有
効
性
を
信
じ
ら
れ
な
い
の

な
ら
、
信
じ
ら
れ
る
も
の
は
、
声
の
響
き
、
そ
の
魅
力
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

夏
目
漱
石
は
、

　
　
　
見
る
う
ち
は
吾
も
佛
の
心
か
な

と
い
う
俳
句
を
書
い
て
い
る
。
ハ
ス
の
花
を
見
て
の
感
興
で
あ
り
、
こ
の
極
楽
浄

土
に
咲
く
花
、
ド
ロ
の
な
か
か
ら
咲
き
だ
し
て
も
ド
ロ
に
染
ま
ら
ず
清
ら
か
に
咲

く
、
こ
の
ハ
ス
を
見
た
と
き
の
仏
心
を
記
し
た
も
の
だ
。
し
か
し
、
「
見
る
う
ち

は
」
と
い
う
限
定
の
句
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
　
『
心
経
』
を
読
ん
で
い
る
か
ぎ

り
で
は
仏
心
を
持
て
そ
う
で
あ
る
が
、
漱
石
と
お
な
じ
で
、
離
れ
て
し
ま
う
と
ど

う
に
も
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
い
ま
一
句
、
こ
れ
も
漱
石
の
も
の
で
、

　
　
　
佛
性
は
白
き
桔
梗
に
こ
そ
あ
ら
め

と
い
う
わ
け
だ
。

　
こ
の
よ
う
な
不
安
の
最
た
る
も
の
は
、
記
号
学
的
に
見
て
『
心
経
』
は
要
す
る
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に
記
号
だ
け
、
そ
れ
以
上
は
、
な
に
も
現
実
の
場
に
お
い
て
保
証
さ
れ
て
は
い
な

い
と
い
う
実
感
で
あ
ろ
う
。
現
象
世
界
の
有
為
転
変
が
「
空
」
の
く
戯
れ
〉
の
よ

う
に
見
え
れ
ば
、
そ
れ
が
悟
り
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
記
号
論
的
に
見
て
、
い
ち

ば
ん
目
立
つ
語
は
、
「
空
」
、
「
無
」
、
「
不
」
で
あ
る
。
『
心
経
』
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
の
文
字
が
い
ち
ば
ん
誤
っ
た
解
釈
を
う
け
や
す
い
の
は
、
す
で
に
何
度
も

ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
　
「
空
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
色
」
が
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
。

　
く
ど
い
が
本
稿
の
主
張
の
肝
要
部
を
ま
と
め
て
お
く
。
「
色
」
”
「
空
」
図
式

の
レ
ヴ
ェ
ル
で
事
を
う
ま
く
運
ん
で
も
、
「
掲
諦
」
以
下
の
部
分
の
働
き
を
玄
装

は
誤
解
し
た
。
日
本
の
論
者
も
多
く
誤
解
し
た
。
す
べ
て
を
法
則
で
は
く
く
れ
な

い
こ
と
を
観
自
在
菩
薩
は
知
っ
て
い
た
の
だ
。
「
掲
諦
」
以
下
の
マ
ン
ト
ラ
・
フ
ァ

ン
フ
ァ
ー
レ
は
、
脱
構
築
の
宗
教
が
お
こ
な
う
存
在
の
追
い
つ
め
方
だ
。
本
稿
の

．
副
題
に
「
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
」
と
記
し
た
の
は
、
端
的
に
は
こ
の
マ
ン
ト
ラ
・
フ
ァ

ン
フ
ァ
ー
レ
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
が
『
心
経
　
の
根
茎
な
の
で
あ
り
、
「
色
」
1
1

「
空
」
図
式
は
上
部
構
造
で
あ
っ
た
。
こ
の
マ
ン
ト
ラ
は
〈
～
は
～
で
あ
る
〉
と

い
う
近
代
西
欧
的
判
断
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
壊
し
て
い
る
。
せ
っ
か
く
組
み
た
て
ら

れ
た
も
の
（
「
色
」
1
1
「
空
」
の
図
式
）
す
ら
揺
動
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
『
心
経
』
が
実
用
的
か
ど
う
か
は
、
問
う
方
が
誤
っ
て
い
る
。
「
色
」
を
た
え

ず
崩
し
て
行
く
「
空
」
と
、
「
空
」
を
た
え
ず
「
色
」
へ
と
形
成
し
て
い
く
場
が

こ
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
た
、
マ
ン
ト
ラ
・
フ
ァ
ン
フ
ァ
r
レ
に
よ
っ
て
二

項
対
立
的
分
葡
化
を
意
識
の
底
へ
沈
め
、
か
つ
希
求
す
る
悟
り
の
境
地
を
（
記
号

的
に
は
）
完
了
実
現
相
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
『
心
経
』
が
訴

え
て
い
る
の
を
わ
れ
わ
れ
は
認
め
て
お
け
ば
よ
い
。
　
（
了
）
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