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田

隆

英

一

『
無
量
壽
經
』『

無
量
壽
經
』『
阿
彌
陀
經
』
の
三
經
は
、
法

然
（
一
一
三
三

一
二
一
二
）
に
よ
っ
て
數
あ
る
淨
土
經
典
の
中
か

ら

ば
れ
て
、「
淨
土
三
部
經
」（
以
下
「
三
部
經
」）

1
）

と
し
て
特
別

の
地
位
を
與
え
ら
れ
、
爾
來
日
本
の
淨
土
門
の
各
宗
派
に
お
い
て
、

依
の
經
典
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
て
來
た
。
そ
の
た
め
、
正
典
で

あ
る
「
三
部
經
」
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
名

知
識
や
先
學
に
よ

っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
多
く
の

究
が
、
永
き
に
わ
た
っ

て
お
こ
な
わ
れ
て
來
た
こ
と
は
今
更
繰
り

す
ま
で
も
な
い
。

そ
の
「
三
部
經
」
の
中
で
も
『

無
量
壽
經
』（
以
下
『

經
』）

に
關
し
て
は
、
他
の
二
經
と
は
異
な
り
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の

原
典
の
み
な
ら
ず
、
チ
ベ
ッ
ト
語
譯
す
ら
今
日
に
至
る
ま
で
い
ま

だ
發
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
西
域
出
身
の
外
國
人

で
あ
る

良
耶

（K
a
la
y
a
sa
s

）
2
）

が
、
南

劉

の
元
嘉
年

（
四
二
四

四
五

三
）
に
首

建
康
（
現
、
南
京
）
の
郊
外
に
お
い
て
譯
出
し
た
と

傳
え
ら
れ
る
、

譯
一
種

し
か
存
在
せ
ず
異
譯
は
な
い
。
そ
れ

故
、
本
經
は
「
三
部
經
」
の
中
で

も

の
多
い
經
典
で
あ
る
と

言
え
、
中
央
ア
ジ
ア

や
中
國

3
）さ

え
唱
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
は

知
の
と
お
り
で
あ
る
。
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さ
て
『

經
』
の

容
で
あ
る
が
、
釋

在
世
中
の
紀
元

六

世
紀
の
頃
、
イ
ン
ド
北
東
部
に
あ
っ
た
マ
ガ
ダ
國
の
首

ラ
ー
ジ

ャ
グ
リ
ハ
（
王

、
現
ラ
ー
ジ
ギ
ル
）
に
お
い
て
、
同
國
の
王

子
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
（
阿

世
）
が
、
父
王
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ

（
頻
婆
沙
羅
）
を
弑
し
て
王
位
に
就
い
た
、「
王

の
悲
劇
」
と

呼
ば
れ
る
史
實4

）に
依
據
し
て
、
釋

が
阿

世
の
生
母
で
あ
る
王

妃
ハ
イ
デ
ー
ヒ
ー
（
韋
提
希
）
の
願
い
に
應
じ
、
阿
彌
陀
佛
と
極

淨
土
を

想
す
る
た
め
の

法
十
三
種
を

く
と
と
も
に
、
淨

土
に
生
ま
れ
る
た
め
の
九
種
の

生
法
（
九
品

生
）
を
三
種

の

法
で
示
し
、
合
計
十
六
種
の

法
に
も
と
づ
い
て
、
淨
土

生
の
手
順
を

か
す
と
い
う
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
物
語
と
な
っ
て
い

る
。永

原
智
行5

）が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、『

經
』
の

部
分

の

人
公
は
阿

世
、
後

部
分
の

人
公
が
韋
提
希
で
あ
る
こ

と
に

い
な
く
、「

經
變
」
と
呼
ば
れ
た
本
經
の

容
を
畫

い
た
變
相
圖
や
マ
ン
ダ
ラ
の
流
行
も
あ
っ
て
、
中
國
は
も
と
よ
り

日
本
に
も
大
き
な
影

を
與
え
た
經
典
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
異

論
は
あ
る
ま
い
。
そ
の

味
で
、「
阿

世
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」

6
）

と
い
う
無

識
心
理
に
關
す
る

神
分
析
の
基
礎

念
が
、
日
本

の

究

に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
實
は
、

『

經
』
が
如
何
に
深
く
日
本
人
の
心
の
底
に
刻
み
こ
ま
れ
て
い

た
か
の
、
何
よ
り
の
あ
か
し
で
あ
る
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
た
び
の
小
稿
に
お
い
て
は
、
淨
土
に
生
ま
れ
る
た
め
の

生
の
仕
方
で
、
人

存
在
の
あ
り
方
を
上
品
・
中
品
・
下
品
に
三

區
分
し
て
、
上
品
上
生
か
ら
下
品
下
生
ま
で
の
九
種

に
分

す

る
九
品

生

が
、
果
た
し
て
中
國
思
想
の
影

を
受
け
た
も
の

で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
中
心
に
し
て
、
分

と
範
疇7

）と
い
う

新
た
な

點
を

入
し
、
中
國
言
語

史
な
ら
び
に
宗
敎
思
想

史

究
の
一
環
と
し
て
、『

經
』
の
中
國

を
も
念
頭
に

置
き
な
が
ら
、
語
彙
表
現
の
出
典
に

を
は
ら
い
つ
つ
、
こ
れ

ま
で
と
は

っ
た
角
度
か
ら
改
め
て

討
を
く
わ
え
て
、
今
な
お

不

の
部
分
が
す
く
な
く
な
い
こ
の
經
典
の

邊
を
さ
ぐ
り
、
そ

の

立
の

に

っ
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。

二

九
品

生

の
由
來
に
關
し
て
は
、
野
上
俊
靜8

）が
先
年
提

し
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た
、『

書
』
の
「
古
今
人
物
表
」
の
存
在
が
大
き
な
鍵
を
握
っ

て
い
る
可
能
性
が
た
か
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
衆
目
の
一
致
し
て

め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
古
今
人
表
」

の

體

な

容
に
關
し
て
は
、
從
來
必
ず
し
も
詳
し
い
分
析
が

な
さ
れ
て
來
た
譯
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、

『

書
』
と
「
古
今
人
表
」
に
つ
い
て

討
を
く
わ
え
る
こ
と
と

し
た
い
。

司
馬

の
『
史
記
』
に

ぐ
二
番
目
の
正
史
と
し
て
知
ら
れ
る

『

書
』
百
二
十

の

は
班
固
（
三
三

九
二
）

9
）

で
あ
る
。
固

は
父
の
班
彪
（
三

五
四
）
が
『
史
記
』
の
續

と
し
て

纂
し

た
『
後
傳
』
を
基
に
、
執
筆
を
開
始
し
た
も
の
の
完

を
目

に

し
な
が
ら
獄
死
す
る
。
そ
こ
で
實
妹
で
あ
る
班
昭
（
四
九

一
二

〇

）
10
）

が
、
兄
の

志
を
受
け
つ
い
で
八
種

の
表
と
天

志
を

く
わ
え
、
完

さ
せ
た
も
の
が
『

書
』
で
あ
る
。
從
っ
て
「
古

今
人
表
」

11
）

は
班
昭
の
手
に
な
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
の
基

礎
と
な
る
原

料
に
關
し
て
は
、
兄
固
が

し
た
も
の
を
、
そ
の

集
方
針
と
も
ど
も

承
し
た
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、『

書
』
の
體
裁
は
以
後
の
正
史
の
倣
う
と
こ
ろ

と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
紀
、
傳
、
表
、
志
と
い
う
大
項
目

を
立
て
た
の
は
『

書
』
が

で
あ
り
、
後
世
の
正
史
は
す
べ

て
基
本

に
は
そ
の
方
針
を
踏
襲
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
と

「
人
表
」
に
關
し
て
は
『

書
』
に
存
在
す
る
の
み
で
、
以
後
の

正
史
に
お
い
て
「
人
表
」
す
な
わ
ち
「
人
物
表
」
を
立
て
て
い
る

も
の
が
な
い
と
い
う
事
實
は
重
く
受
け
と
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、「
古
今
人
表
」
は
上
古
の
傳

時
代
か
ら

の
一
代

の
王

で
あ
る

に
至
る
ま
で
の

史
上
の
人
物
の
名
を
あ
げ
、

上
上
（

人
）・
上
中
（
仁
人
）・
上
下
（
智
人
）・
中
上
・
中
中
・

中
下
・
下
上
・
下
中
・
下
下
（

人
）
の
九
種

に
區
分
し
、
時

代
順
に

列
し
て
い
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
上
上
の

人
の

を

見
て
み
る
と
、
太
昊
皇

羲
氏
す
な
わ
ち
傳

上
の
中
華

の
皇

に
し
て
人

の
始

と
さ
れ
る
伏
羲
に
始
ま
り
、
神
農
と

女

の
三
皇
、
そ
し
て
五

と
更
に
は

の

王
や
武
王
ら
の
名

が
續
く
ば
か
り
で
、
そ
の
存
在
が
確

で
き
る
人
物
と
な
る
と
、

仲
尼
と
い
う
字
で
收
め
ら
れ
て
い
る
孔
子
（
Ｂ.

Ｃ.

五
五
二

四
七

九
）
な
ど
僅
か
し
か
な
い
。
上
中
の
仁
人
、
上
下
の
智
人
に
し
て

も
同

で
、
古
い
時
代
の
人
物
は
ほ
と
ん
ど
神
話
傳

中
の
有
名
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人
ば
か
り
、

國
時
代
以
降
に
な
っ
て
よ
う
や
く
實
在
の
人
物
が

登
場
す
る
の
は
、
當
時
の
儒

た
ち
の

史

識
の
然
ら
し
む
る

と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
と
さ
ら
異
と
す
る
に
足
り
ぬ
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、「
古
今
人
表
」
の
人
物

價
の
基
準
は
一
體

ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
當
然
の
こ
と
な
が
ら
本
表
に

は
孔
子
の

見
が
反
映
さ
れ
て
い
る
譯
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
こ

に
は
班
氏
父
子
を
始
め
と
す
る
、

代
の
儒

た
ち
の
學

が
隨

處
に
見
え

れ
し
て
い
る
こ
と
に

く
疑
問
の
餘
地
は
な
い
。
更

に
言
え
ば
、
孔
子
を
上
上
の

人
と
し
て

王
と
同
等
に
位
置
づ

け
る

度
の

重
ぶ
り
は
、
孔
子
の
神
格

12
）以

外
の
何
も
の
で
も

な
く
、
孟
子
の
孔
子
王

、
そ
し
て
儒
敎
を

の
國
敎
と
す
る

こ
と
に
盡
力
し
た
董
仲
舒
（
Ｂ.

Ｃ.

一
七
六

一
〇
四
）
が
唱
え
た

孔
子
素
王

を
受
け
つ
い
だ
、
當
時
の
儒

た
ち
の
國
家
は
か
く

あ
る
べ
し
と
い
う
、
共

の
規
範

識
が
そ
の
ま
ま
投
影
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

す
る
に
儒
家
の
儒
家
に

よ
る
儒
家
の
た
め
の
世
界

に
基
づ
く
規
準
な
の
で
あ
る
。

に
、「
古
今
人
表
」
に
取
り
あ
げ
ら
れ
た
人
物
に
關
し
て
、

そ
の
範
疇
に
つ
い
て

討
し
た
い
。
ま
ず

目
さ
れ
る
の
は
基
本

に
女
性
を
排
除
し
な
い
と
い
う
一
點
で
あ
る
。
も
っ
と
も
女
性

た
ち
の
多
く
は
傳

な
皇

や
王
侯
た
ち
の
夫
人
や
母
親
で
あ

る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
、
男
性
が
壓
倒

多
數
を
占
め
て
い
る
こ

と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
實
で
は
あ
る
が
、
女
性
を
も

價
の
對

と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
平
等
に
と
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
刮
目
に

値
す
る
。
す
な
わ
ち
、
上
上
の

人
に
は
女
性
は
女

一
人
だ
け

だ
が
、
上
中
の
仁
人
に
は
神
話

存
在
で
は
あ
る
が
、
今
も
中
國

人
の
多
く
が
實
在
と
信
じ
て
い
る

を
產
ん
だ
と
さ
れ
る
、
炎

の
妃
少
典
と

の
妃
と
傳
え
ら
れ
る
女
性
た
ち
の
名
が
見
え
、

そ
れ
以
外
の
各

に
も
女
性
の
名
が
見
え
る
。
そ
の
こ
と
に
關
し

て
は

で
あ
る
才
媛
班
昭
が
大
い
に
關
與
し
て
い
る
と
理
解
し

て
よ
か
ろ
う
。

に
問
題
と
す
べ
き
は
現
在
で
言
え
ば
民
族
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
つ
い
て
は
自
分
た
ち
の
同

で
あ
る
中
華
の
人
物
し
か
と
り
あ

げ
て
い
な
い
。

す
る
に
中
華
世
界
の
外
に
あ
る
夷
狄
と

さ
れ

て
い
た

邊
の
異
民
族
は
一

だ
に
さ
れ
ず
、

外
の
民
と
し
て

無

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
も
、

と
外
と
の
「
分
」
を
重

四

分

と
範
疇

｜
九
品

生

の
源
流
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す
る
儒
家
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。

そ
う
し
た
本
質

な
缺
點
を

す
る
も
の
の
、「
古
今
人
表
」

に
よ
っ
て
後

期
の
頃
の
儒
家
の
人
物

價
、
つ
ま
る
と
こ
ろ

は

史

そ
し
て

、
は
お
よ
そ
の

が
理
解
で
き
る
と

考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
表
に
つ
い
て
更
に
詳
し
く
分

析
す
る
た
め
に
、
そ
こ
に

價
の
對

と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て

い
な
い
人
物
に
つ
い
て
も

討
し
て
み
た
い
。
と
な
る
と
、
當
時

の
儒

た
ち
か
ら
無

さ
れ
た
り

め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、

名
で
は
な
か
っ
た
人
々
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
例
え
ば

人
と

し
て
は
桀
・

・
盗

、
儒
家
か
ら

ま
れ
て
い
た
人
物
と
し
て

は

の
始
皇

が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
桀
は
下
中
、

は
下

下
、
始
皇

は
中
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
名
が

見
え
な
い
の
は
稀
代
の
大
盗

と
さ
れ
る
盗

だ
け
で
あ
る
。
續

い
て

國
の

世
の
時
代
に
儒
家
に
對
抗
し
て

な

張
を
お

こ
な
っ
た

子
百
家
と

さ
れ
た
思
想
家
た
ち
を
見
て
み
よ
う
。

そ
の
中
で
も
儒
家
を
し
の
い
で
一
世
を
風
靡
し
た
時
期
も
あ
っ
た

と
さ
れ
る
、
個
人

義
を

い
た
楊
朱
と

愛

の

。
彼
等

の
名
聲
は
竝
び

さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
の
に
、
何
故
か
楊
朱
の

名
は
見
え
ず
、

家
の

の
名
は
中
上
に
あ
り
老
子
と
同
等
の

位
置
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
は
對
照

に
左
丘

・

淵
・
子

思
・
孟
子
ら
は
上
中
に
あ
り
亞

と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
の

こ
と
か
ら
も
儒

を
徹
底

に
優
先
し
顯
彰
し
よ
う
と
し
て
い
る

態
度
が
容
易
に
理
解
で
き
る
と
言
え
よ
う
。

け
れ
ど
も
、
儒
家
で
あ
っ
て
も

代
に
お
い
て
は

め
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
人
物
は

價
の
對

と
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
後

に

討
を
く
わ
え
る
荀
子
（
荀
卿
）

13
）

は
そ
の
一
人
で
あ
る
。
現
在

で
は
性

で
名
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
荀
子
も
、
淸

の

考
證
學

た
ち
に
よ
っ
て
そ
の
業
績
が
見
直
さ
れ
る
ま
で
は
、
先

の
儒

た
ち
の
中
で
は
影
の
う
す
い
存
在
で
し
か
な
く
、
孟
子

の
性
善

に
果
敢
に
反
論
し
た
こ
と
な
ど

れ
去
ら
れ
て
お
り
、

「
古
今
人
表
」
に
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
現
代
の

點
に
基
づ
い
て
「
古
今
人
表
」

の
缺
點
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

傳

上
の
架
空
の
人
物
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
古
今

の

な
人
物
を
俎
上
に
の
せ
て
、
大
膽
に

定
を
下
し
九
種

に
分
別
し
た
、
そ
の
發
想
に
關
し
て
は
時
代

制
約
が
あ
る
と
は

五

分

と
範
疇

｜
九
品

生

の
源
流
｜



い
え
、
大
き
な

史

價
値
を

め
る
こ
と
が
で
き
る
と

べ
て

よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の

價
が
以
後
の
中
國
に
お
け
る
人
物

價
の
先

と
な
っ
た

史
上
の

義
は
き
わ
め
て
ふ
か
い
。
た

と
え
そ
の
根
底
を
貫
く
根
本

神
が
い
さ
さ
か
狹
量
な

民
族
な

ら
び
に
儒
家
至
上

義
の
獨

と

見
に
み
ち
た
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
。

三

人

に
序
列
を
つ
け
て
區
分
し
て

價
す
る
と
い
う
發
想
は
實

の
と
こ
ろ
「
古
今
人
表
」
が

で
あ
る
と
い
う
譯
で
は
な
い
。

儒
敎
を
國
の
敎
え
と
す
る
こ
と
に

功
し
た

代
の
儒

た
ち
は
、

自
分
た
ち
の
奉
じ
て
い
る
孔
子
の
敎
え
が
、
國
を
治
め
て
ゆ
く
の

に
如
何
に
有
效
で
あ
る
か
證

し
よ
う
と
努
力
し
た
。
そ
の
あ
ら

わ
れ
の
ひ
と
つ
こ
そ
「
古
今
人
表
」
で
あ
る
が
、
彼
等
が

人
と

し
て
仰
い
だ
孔
夫
子
自
身
に
は
、
人

を
積
極

に
區
分
し
て
、

優
劣
を

確
に
差
異

し
よ
う
と
す
る

識
は
希

で
あ
っ
た
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
論
語
』
に
、

生
而
知
之

、
上
也
。
學
而
知
之

、

也
。
困
而
學
之
、

其

也
。
困
而
不
學
、
民
斯
爲
下
矣
。﹇
季
氏

﹈
14
）

生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
之
を
知
る

は
上
な
り
。
學
び
て

之
を
知
る

は

な
り
。
困
し
み
て
之
を
學
ぶ
、
ま
た
そ
の

な
り
。
困
し
み
て
學
ば
ざ
る
、
民
こ
れ
を
下
と
な
す
。

唯
上
智
與
下
愚
不
移
。﹇
陽

﹈
15
）

た
だ
上
智
と
下
愚
は
移
ら
ず
。

中
人
以
上
、
可
以
語
上
也
。
中
人
以
下
、
不
可
以
語
上
也
。

﹇
雍
也

﹈
16
）

中
人
以
上
、
以
て
上
を
語
る
べ
き
な
り
。
中
人
以
下
は
以

て
上
を
語
る
べ
か
ら
ず
。

な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん

賢
は
常
人
と
は
異

な
る
別
格
の
存
在
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
孔
子
自
身
に
は
人

を

確
に
差
別

し
分

し
よ
う
と
す
る

圖
は
基
本

に
乏
し
く
、

上
智
と
下
愚
と
そ
の
中

に
位
置
す
る
中
人
、
或
い
は
君
子
と
小

六

分

と
範
疇

｜
九
品

生

の
源
流
｜



人
く
ら
い
の
區
分
し
か
し
て
お
ら
ず
、

代
の
儒

た
ち
の
よ
う

な
、

い

別

識
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
解
し
て
よ
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

で
は
、

識

に
人

を
區
分
し
よ
う
と
し
た
嚆
矢
は
誰
か
。

そ
れ
は
孔
子
の
學

を
受
け
つ
い
だ

國
末
期
の
思
想
家
で
あ
る

荀
子
（
荀
卿
）
で
あ
る
。
彼
の

作
で
あ
る
『
荀
子
』
の
儒
效

17
）

は
、
儒
學
と
儒

の
效
用
を
世
の
人
々
に

き
あ
か
さ
ん
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
一

に
、

有
俗
人

、
有
俗
儒

、
有

儒

、
有
大
儒

。

俗
人
な
る

あ
り
、
俗
儒
な
る

あ
り
、

儒
な
る

あ

り
、
大
儒
な
る

あ
り
。

と

べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
儒

を
分

し
よ
う
と
す
る
試
み
の

端

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
人

を

純
に
四

種

に
區
分
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
人
を
ま
ず

俗
人
と
儒

に
大
別
し
た
上
で
、
更
に
儒

を
俗
儒
・

儒
・
大

儒
に
分

し
て
、
大
儒
を

上
の
儒

で
あ
る
と
規
定
し
た
も
の

と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

從
っ
て
、「
古
今
人
表
」
に
先
立
つ
人

の
差
別

は
荀
子
に

始
ま
る
と
考
え
て

い
な
か
ろ
う
。
た
だ
、
儒

で
あ
る
荀
子

の
分

は

括

か
つ
總
合

な
一
般
論
で
あ
っ
て
、
特
定
の
個

人
を
等

づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
荀
子
に

よ
る
こ
の
分

の
試
み
が
、
國
敎
と
な
る
目

を
果
た
し
て

氣

あ
が
る
、

代
の
儒

た
ち
の
人

區
分

識
の
源
流
と
な
っ
た

こ
と
は

い
な
い
。

後
あ
わ
せ
て
四
百
年
の
永
き
に
わ
た
っ
た

王

が
滅

す

る
と
、
魏
・

・
蜀
の
三
國
が
分
立
し
て
覇
を

っ
た
。
そ
の

の
時
代
は
佛
敎
が
中
國
の
各
地
に

す
る
と
と
も
に

敎
が

宗
敎
と
し
て
體
系

さ
れ
て
ゆ
く
時
期
で
も
あ
っ
た
。
や
が
て
天

下
を
統
一
す
る
魏
に
お
い
て
始
め
ら
れ
た
官
吏
任
用
の
制
度
が
九

品
官
人
法
（
九
品
中
正
法
）
で
あ
る
。
そ
の
新
制
度
は
政
府
の
官

職
を
一
品
か
ら
九
品
ま
で
の
九
等

に
分
け
、
官
品
に
基
づ
い
て

官
吏
の
待

を
決
め
る
も
の
で
、
地
方
に
お
い
て
も
中
央
と
同

に
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
德
行
と
才
能
を
審
査
し
て
等

を
つ
け
る

七

分

と
範
疇

｜
九
品

生

の
源
流
｜



と
い
う
、
一
見
理
想

に
思
わ
れ
た
こ
の
登
用
法
も
、
結
局
は

實
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
、
有
力
貴
族
の
子
弟
と
そ
う
で

な
い
人
々
と
の

に
、
大
き
な
格
差
を
生
じ
さ
せ
る
結
果
に

っ

て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
制
度
は
隋
に
な
っ
て
科

の

入

に
よ
り
廢
止
さ
れ
る
ま
で
、
三
百
五
十
年
の
永
き
に
わ
た
っ
て
維

持
さ
れ
續
け
た
。
そ
の
九
品
の
分

に
つ
い
て
は
『

書
』「
古

今
人
表
」
の
存
在
が
關
與
し
て
い
る
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
と
も
あ
れ
、
九
品
官
人
法
が
人

を
査
定
し
て

等

に
分
け
る
こ
と
の
一
般

そ
し
て

に
つ
な
が
っ
た
こ

と
は

い
な
い
。

新
し
い
任
用
の

營
に
あ
た
っ
て
は
官
吏
を

切
に

價
す
る

必

が
生
じ
て
來
る
。
魏

の
人
劉

18
）は

景

年

（
二
三
七

二
三
九
）
に

の
命
を
承
け
て
『

官
考
課
』
七
十
二
條
を
作

り
、
官
吏
の

務

定
の
規
準
を
設
け
た
。
も
っ
と
も
そ
れ
に
對

し
て
は
反
對

見
も
多
く
、
劉

よ
り
若
年
で
あ
っ
た
と
推
定
さ

れ
る
傅

（
二
〇
九

二
五
五
）

19
）

は
、
劉

の
定
め
た
考
課
法
に
對

し
て
、
公
然
と
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

そ
の
後
、
劉

は
彼
の
代
表

な

と
言
う
べ
き
『
人
物

志
』

20
）

三

十
二

を

ん
だ
。
本
書
は
『

官
考
課
』
の
理
念
を

承
し
て
彼
の
人

を
ま
と
め
た
も
の
で
、

頭
の
九

で

は
、
人

の

面
が
外
面
に
表
れ
る

を
九

と
い
う
獨
自
の
規

準
に
よ
っ
て
分

し
、
上
か
ら
中
庸
・
德
行
・

材
・

と
い

う
五
種
の
ラ
ン
ク
に
分

す
る
と
と
も
に
、
中
位
に
あ
た
る

材

以
上
の
ラ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
政
治

才
能
を

め
て
詳
し
く
論

じ
て
い
る
。
更
に
流
業

に
お
い
て
は
、
九

に
も
と
づ
き
政
治

上
の
職
務
を
十
二
種

に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
つ
い
て
代

表

な
人
物
の
名
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
が

目
さ
れ
る
。
そ
の
よ

う
な

第
で
、
魏

の
頃
に
は
人
物

價
に
關
す
る
論
議
が

ん

に
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
九
品
官
人
法
は
そ
う
し
た
時
代
背
景
の

も
と
、

は
理
想

な
任
用
と
有
能
な
人
物
の
發
掘
を
目
ざ
し

て

入
さ
れ
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

そ
の
後
、『

經
』
が
飜
譯
さ
れ
た
と
さ
れ
る
劉

代
に
は
、

王
族
の
劉
義
慶
（
四
〇
三

四
四
四
）
が

代
か
ら
の

名
な
人
物

た
ち
の

話
を
集
め
て
『
世

新
語
』

21
）

を

纂
し
た
。
そ
の
書
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
名
士
た
ち
の
言
動
に
關
す
る
揷
話
が
收
め
ら
れ
、

そ
の
時
代
の
雰
圍
氣
を
理
解
す
る
上
で
の
第
一

の

料
と
な
っ

八

分

と
範
疇

｜
九
品

生

の
源
流
｜



て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
書
自
體
に
は
、
人

を
分

區
分
せ
ん

と
す
る

圖
な
ど
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
人
物

價

と
も
み
な
し
得
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
個
人

報
が
含
ま
れ
て
お
り
、

人

存
在
の
あ
り
方
を
客

に
見
つ
め
よ
う
と
し
て
い
る
そ
の

勢
は
、「
古
今
人
表
」
や
『
人
物
志
』
に
も

ず
る

が
あ
り
、

あ
く
ま
で
も
冷
徹
な
批

神
が
そ
の
根
底
を
貫
い
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

夷
狄
に
中
原
を

わ
れ
、
い
つ
に
な
っ
て
も
失
地
を
回
復
で
き

ぬ
ま
ま
の
南

に
お
け
る
屈
折
し
た
批

神
は
、
人

そ
の
も

の
を
一
定
の

點
か
ら

價
し
、
等

に
分
け
ん
と
す
る
試
み
に

つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
藝

の
分
野
に
お
い
て
顯

で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
藝

は
誰
に
で
も
理
解
さ
れ
易
い
一

面
を
持
つ
と
と
も
に
政
治

に
も
無

で
あ
っ
た
か
ら
に
相

な

い
。
例
え
ば

の

の
王

、
南
齊
の
畫
家
謝
赫
の

ん
だ
『
古

畫
品

』
22
）。

本
書
に
は
三
國
時
代
か
ら
當
代
ま
で
の
三
十
七
人
の

畫
家
の
實
名
を
あ
げ
て
、
第
一
品
か
ら
第
六
品
ま
で
の
六
等

に

區
分
し
て
お
り
、
名

を
公
表
し
て
い
る
點
に
お
い
て
は
「
古
今

人
表
」
や
『
人
物
志
』
に

ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

し
か
し
、
何
故
に
そ
の
書
は
九
品
で
は
な
く
六
品
に
分
け
て

價
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
疑
問
に
關
し
て
は
宮
﨑
市
定

の
名

『
九
品
官
人
法
の

究
』

23
）

が

快
に

き
あ
か
し
て
く
れ

て
い
る
。南

齊
謝
赫
の
古
畫
品

が
古
畫
の
等

を
六
品
に
分
け
て

い
る
の
は
有
名
な
こ
と
で
あ
る
。
當
時
は
六
品
以
上
が
合
格

と
い
う

念
が

立
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

時
代
相
の
變

は

激
で
、
施
行
以
來
二
百
餘
年
が
經

し
て

い
た
九
品
官
人
法
に
、
早
く
も
形
骸

が
始
ま
っ
て
い
た
た
め
、

第
九
品
な
ど
は
も
は
や
見
向
き
も
さ
れ
ぬ
低
い
官
位
と
み
な
さ
れ
、

第
六
品
以
上
で
な
け
れ
ば
將
來
高
位
に
昇

す
る
こ
と
が
不
可
能

と
な
っ
て
い
た
の
が
南
齊
の
當
時
の
實

で
あ
り
、
謝
氏
は
そ
う

し
た
時
勢
の
變
容
を

感
に
把
握
し
て
い
た
が
故
に
で
あ
ろ
う
。

更
に
齊
の

の
王

、

の
鍾

（
四
六
九

五
一
八

）
の

『
詩
品
』

24
）

は
、
そ
の
當
時
流
行
し
て
い
た
五
言
詩
の
作

に
つ
い

て
、

代
か
ら

代
に
至
る
一
二
三
名
の
詩
人
を
、
上
品
十
二
名
、

九

分

と
範
疇

｜
九
品

生

の
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流
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中
品
三
十
九
名
、
下
品
七
十
二
名
に
分

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩

人
に
對
し
て
論

を
く
わ
え
て
い
る
。
鍾
氏
は

去
の
批

家
た

ち
が
、
作
品
の
收
集
に
熱
中
す
る
ば
か
り
で
、
作
品
の
價
値
に
つ

い
て
は
一
向
に

を
下
そ
う
と
し
て
い
な
い
こ
と
に
不
滿
を
抱

い
て
そ
の
書
を

し
、
自
身
の

學
理
論
に
基
づ
い
て
詩
人
の
等

を
分
け
た
も
の
で
、
大
い
に
お
こ
な
わ
れ
た
。

同
じ

代
に

學

で
あ
る

肩
吾
（
四
八
七

五
五
〇
）
は

『
書
品
』

25
）

を

ん
だ
。
そ
の
書
は

魏
以
來
の
能
書
家
の
名
を
あ

げ
て
等

づ
け
た
も
の
で
、
上
之
上
、
上
之
中
、
上
之
下
、
中
之

上
、
中
之
中
、
中
之
下
、
下
之
上
、
下
之
中
、
下
之
下
の
九
段
階

に
區
分
し
、
ま
さ
に
九
品
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
上
之
上
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
張
芝
、
鍾

、
王
羲
之
の
わ
ず
か

三
名
だ
け
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な

第
で
時
代
の
雰
圍
氣
が
、
確
實
に

確
な
差
異

、
す
な
わ
ち
區
分
を

求
す
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と

は
、
品
字
を
題
名
に
入
れ
た
書
物26

）が
南

に
お
い
て
、
藝

の
分

野
を
中
心
に
し
て
、
ジ
ャ
ン
ル
は
異
に
す
る
も
の
の
、
何
種
も
出

現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
疑
問
の
餘
地
が
な
い
。

四

「
上
品
に

門
な
く
、
下
品
に
世
族
な
し
」
と
の
劉
毅
（

二
八
五
）
の
警

27
）は

、
人
口
に
膾
炙
し
た
名
言
で
あ
る
が
、
九
品

官
人
法
が
早
く
も
形
骸

の
兆
し
を
見
せ
つ
つ
あ
っ
た
、
西
晉
の

頃
の
時
代
相
を

確
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
上

品
と
下
品
に
中
品
を
く
わ
え
た
總

と
し
て
の
「
三
品
」
と
は
、

本
來
は

字
ど
お
り
三
種

の
品
物
と
い
う

味
で
、
古
く
か
ら

使
用
さ
れ
て
來
た
。
た
だ
、
そ
の

容
に
つ
い
て
は
種
種
の
解
釋

が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
古
く
は
經
書
の
『

書
』（『
書
經
』）

「
禹
貢
」

28
）

に
お
い
て
は
金
・
銀
・
銅
の

味
に
解
す
る
な
ど
、

に
よ
っ
て
異
同
が
あ
る
。

後

末
の
學

で
あ
る
荀

（
一
四
八

二
〇
九
）
は

父
が
か

の
荀
子
の
子
孫
で
あ
っ
た
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
儒

で
あ
る
。
そ

の
荀

29
）が

曹
操
（
一
五
五

二
二
〇
）
の
專

に
よ
っ
て
政
治
が
私

物

さ
れ
、
天
子
の
威
光
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
憂
慮
し
て
、

後

王

後
の
皇

と
な
る

（
在
位
一
八
九

二
二
〇
）
に
、

政
治
の
あ
る
べ
き

を

言
し
た
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
彼

一
〇
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と
範
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の
代
表

な

作
と
さ
れ
る
『
申

』
30
）

で
、
そ
の
書
に
お
い
て
は

人

の
本
性
を
三
種

に
區
分
し
て
い
る
こ
と
が

さ
れ
る
。

或
問
天
命
人
事
。
曰
、
有
三
品
焉
。
上
下
不
移
、
其
中
則

人
事
存
焉
爾
。

或
る
ひ
と
天
命
人
事
を
問
う
。
曰
く
、
三
品
有
り
。
上
下

は
移
ら
ず
、
其
の
中
は
則
ち
人
事
に
存
す
る
の
み
、
と
。

更
に
そ
の
區
分
の
す
ぐ
後
の
善

に
つ
い
て
論
じ
た
一
條
に
は

目
す
べ
き
表
現
が
見
え
る
。

敎
扶
其
善
、
法
抑
其

、
得
施
之
九
品
。

敎
え
そ
の
善
を
扶
け
、
法
そ
の

を
抑
え
、
之
を
九
品
に

施
す
こ
と
を
得
る
。

そ
の
九
品
に
つ
い
て
は
詳
し
い

は
な
い
が
、
こ
れ
が
「
九

品
」
の

出
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
荀

の
三
品

に
關
し
て
は
、
實
は
そ
れ
よ

り
も
古
い
典
據
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
中
國
目

學
の

と

呼
ば
れ
て
い
る

の
王
族
に
し
て
學

で
あ
っ
た
劉
向
（
Ｂ.

Ｃ.

七
七

Ａ.

Ｄ.

六
）
が
、
政
治
に
つ
い
て
論
じ
た
『

苑
』

31
）

に
お
い

て
、

政
有
三
品
、
王

之
政

之
、
覇

之
政
威
之
、

之

政
脇
之
。

政
に
三
品
あ
り
。
王

の
政
こ
れ
を

し
、
覇

の
政
こ

れ
を
威おど
し
、

の
政
こ
れ
を
お
び
や
か
す
。

と

べ
て
お
り
、
政
治
の
あ
り
方
を
王

の
政
、
覇

の
政
、

の
政
の
三
種

に
區
分
し
て
い
る
こ
と
が

さ
れ
る
。
も
ち

ろ
ん
、『

苑
』
の
當
該
個
處
に
お
い
て
も
、
上
品
・
中
品
・
下

品
と
い
う
表
現
は
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、

確
に

べ
ら
れ
て
い

る
譯
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
劉
向
の
政
三
品

は
荀

の
性
三
品

の
基
礎
と
な
っ
た

念
と
し
て

し
て
は
な
る
ま
い
。
そ
の
よ

う
な

第
で
、

末
か
ら
後

め
、
す
な
わ
ち
西

紀
元

後
、
の
時
代
は
分

と
區
分
の
時
代
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
と
考
え

一
一
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て
よ
か
ろ
う
。
ま
さ
に
そ
う
し
た
流
れ
の
中
で
『

書
』
が

纂

さ
れ
「
古
今
人
表
」
は
作
ら
れ
る
べ
く
し
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

「
三
部
經
」
の
中
で

も
長

で
重

さ
れ
て
い
る
『
無
量
壽

經
』（
以
下
『
大
經
』）
は
魏
の
康

鎧
が
譯
出
し
た
と
傳
え
ら
れ

て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
に
對
し
て
は
疑
問
も
出
さ
れ
て
い
る
こ
と

は

知
の
と
お
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
傳
康

鎧
譯
の
『
大

經
』
に
お
い
て
は
上
品
・
中
品
・
下
品
で
は
な
く
、
上
輩
・
中

輩
・
下
輩
の
い
わ
ゆ
る
「
三
輩
」
と
い
う
表
現
が
使
用
さ
れ
、
上

輩
と
は
出
家

の
こ
と
、
中
輩
と
は
在
家

で
功
德
を
修
め
る

、

下
輩
と
は
同
じ
く
在
家

で
も
功
德
を
修
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

を
さ
す
、
と

べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
三
輩

生

は

田
宏

に
よ
れ
ば
、『
大
經
』
の
原
始
形
態
か
ら
一
貫
し
た
特

な

敎
32
）で

あ
る
、
と
の
こ
と
で
そ
の
古
い
敎

が
『

經
』
に
お
い

て
も
受
け
つ
が
れ
て
い
る
の
は
當
然
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、『
大
經
』
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
上
輩
・
中
輩
・

下
輩
と
い
う
表
現
が
、
何
故
に
『

經
』
で
は
上
品
・
中
品
・
下

品
の
「
三
品
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
輩
」
字

は
も
と
も
と
等

や
順
序
を
つ
け
る
際
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多

く
、『
史
記
』

33
）

に
も
用
例
が
見
え
る
。
し
か
し
、
筆

が

べ
得

た
限
り
で
は
、
動
植
物
な
ど
人

以
外
の
存
在
に
つ
い
て
の
使
用

例
も
す
く
な
く
な
い
。「
三
輩
」
の
表
現
は
『
大
經
』
の
他
に
も
、

同
じ
く
淨
土
經
典
で
あ
る
『
大
阿
彌
陀
經
』『
平
等
覺
經
』
の
二

種
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る34

）と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら

に
な
ら
っ
て
『
大
經
』
は
「
輩
」
字
を
使
用
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

『
大
阿
彌
陀
經
』
す
な
わ
ち
『
阿
彌
陀
三
耶
三
佛
薩
樓
佛
檀

度
人

經
』

35
）

は
三
國
の

に
お
い
て
、

支
國
出
身
の
支

が
三

世
紀
の

に
譯
出
し
た
と
傳
え
ら
れ
、『
無
量
淸
淨
平
等
覺
經
』

略
し
て
『
平
等
覺
經
』

36
）

は
龜
茲
國
出
身
の
帛
（
白
）

が
魏
に
お

い
て
そ
れ
よ
り
や
や
後
に
譯
出
し
た
と
考
え
ら
れ
、
兩
經
と
も

『

經
』
に
先
立
つ
こ
と
百
數
十
年
と
い
う
時
代
差
を
見

す
譯

に
は
ゆ
か
な
い
。

が
滅
ん
で
九
品
官
人
法
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
更

に
そ
の
後
の
南

に
お
い
て
、『
古
畫
品

』
を
始
め
と
す
る
、

品
字
を
書
名
に
冠
す
る

作
が

々
と
世
に
出
る
頃
に
は
、
人

一
二
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範
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を
差
別

し
區
分
す
る
際
だ
け
で
な
く
、
人

の

神

な
い
と

な
み
に
關
す
る
こ
と
が
ら
に
も
、
品
字
を
使
用
す
る
こ
と
が
一
般

に
な
っ
て
い
た
と
い
う
、
時
代
の
趨
勢
と
流
行
を
無

す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。「
三
輩
」
が
「
三
品
」
に
改
め
ら
れ
た
の
は
、

そ
う
し
た
時
流
の
變

に
と
も
な
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考

え
ら
れ
る
。

な
お
念
の
た
め
に
つ
け
く
わ
え
る
と
、『

經
』
の
み
な
ら
ず

『
大
經
』
に
も
『
阿
彌
陀
經
』
に
も
、「
三
品
」
と
い
う
表
現
は

く
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
三
輩
」
も
『
大
經
』
に
一
度
し
か
登

場
し
な
い
。
そ
し
て
『

經
』
の
各
品
の
下
生
部
分
の

末
に
の

み
、
上
輩
生
想
、
中
輩
生
想
、
下
輩
生
想
と
い
う
記

が
あ
っ
て
、

上
輩
・
中
輩
・
下
輩
と
い
う
表
現
が
、
そ
の
部
分
だ
け
に
出
現
し

て
い
る
こ
と
を
つ
け
く
わ
え
て
お
き
た
い
。

更
に
「
三
生
」
の
表
現
に
も

討
の
餘
地
が
大
き
い
。
も
と
も

と
佛
敎
語
で
も
あ
る
「
三
生
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
上
生
・
中

生
・
下
生
と
解
す
る
の
は
『

經
』
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
上

生
と
下
生
に
つ
い
て
は
、『

禮
』
の

37
）に

典
據
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
、
元
來
は

用
語
で
あ
っ
た
上
生
と
下
生
に
、
中
生
を

く
わ
え
た
卓

な
表
現
で
あ
る
と
言
え
、
古
典
の
知
識
豐
か
な
人

物
の
影
を
感
じ
さ
せ
る
。

五

『

經
』
の
九
品

生

の
根
幹
を
な
す
敎

は
三
品
で
あ
り
、

そ
の
三
品
を
更
に
上
生
・
中
生
・
下
生
の
三
生
に
分
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
九
品
が

立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
三
と
九
と
い

う
數
の
心

が
九
品
の
根
底
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
疑
問

の
餘
地
は
な
か
ろ
う
。
三
品
の
由
來
と
な
っ
た
三
輩
の

源
が
、

中
國
で
は
な
く
イ
ン
ド
に
あ
る
と
し
て
も
、
三
と
九
と
い
う
數
が

中
國
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な

な

味
を
有
し
て
い
た
か

に
つ
い
て
も
考
察
す
る
必

が
あ
ろ
う
。

中
國
の
古
典
に
見
え
る
三
と
い
う
數
に
つ
い
て
は
、
實
際
に
三

を

味
す
る
「
實
數
」
と
し
て
の
三
と
、
不
特
定
な
多
數
を
表
現

す
る
「

數
」
と
し
て
の
三
を
區
分
し
て
解
釋
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
例
え
ば
『
老
子
』

38
）

に
い
う
、

生
一
、
一
生
二
、
二
生
三
、
三
生
萬
物
。
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は
一
を
生
じ
、
一
は
二
を
生
じ
、
二
は
三
を
生
じ
、
三

は
萬
物
を
生
ず
。

が
そ
の

な
用
例
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
關
し
て
古
代
中
國
の

儀
禮
を
分
析
し
た
高
木
智
見39

）は
、

天
・
地
・
人
三
界
か
ら
な
る
世
界

の
も
と
で
行
な
わ
れ

る
儀
禮
に
お
い
て
、
三
が
無
限
あ
る
い
は

體
を

味
す
る

數
字
で
あ
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
、
そ
の
三
が
世
界

に
由
來

す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
天
・
地
・
人
の

三
界
、
す
な
わ
ち
實
數
と
し
て
の
三
が
、
同
時
に
世
界

體

を

味
す
る

數
と
し
て
の
三
と
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
中
略
）

三
が

體
あ
る
い
は
無
限
を

味
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う

な
原
中
國
の
世
界

の
も
と
に
お
い
て
こ
そ
な
の
で
あ
っ
た
。

（
中
略
）

原
中
國
に
お
け
る
三
と
は
、
世
界
が
天
地
人
の
三

に
よ

っ
て
構

さ
れ
る
と
い
う
世
界

に
由
來
し
、

體
、
完

あ
る
い
は
多
數
、
無
限
を

味
す
る
特
殊
な
數
で
あ
っ
た
。

と

べ
、
三
と
い
う
數
字
が
實
數
と
し
て
の

味
と

數
と
し
て

の

味
を
あ
わ
せ
持
つ
、
二
元
性
の
數
で
あ
る
と

識
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
論
證
し
て
い
る
。
三
と
い
う
數
字
は
そ
の

味
で

世

界
を

括
し
、
萬
物
す
べ
て
を
範
疇
の
中
に

す
る
こ
と
の
で

き
る
、
中
國

に
お
け
る
基
本
の
數
で
あ
っ
た
こ
と
は

い

な
い
。
そ
し
て
基
本
の
數
三
に
重
ね
て
三
を
乘
じ
た
九
は
、
一
桁

の
奇
數
の
中
で
は

大
の
數
で
あ
り
、
易
の
陽
の
數
の
窮
極
の
變

値
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
更
に
大
き
く
廣
い
無
限
性
を
も
備
え

た
數
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。「
古
今
人
表
」
が
九
段
階
に
分

し
て
人
物

價
を
お
こ
な
っ
た
の
は
、
實
は
そ
う
し
た
中
華
の

傳
統

思
考
を
ふ
ま
え
て
の
上
で
あ
り
、
九
品

生

は
そ
う
し

た

民
族
に
受
け
つ
が
れ
て
い
た

史

背
景
を
も
踏
襲

し
て

立
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
九
と
い
う
數
の
持
つ
無
限
性
、
總
合

性
、

性
を
あ
わ
せ
て
考
え
た
な
ら
、
九
段
階
の
分

に
關
し

て
は
、「
古
今
人
表
」
よ
り
も
更
に
古
い
典
據
が
存
在
し
て
い
る

一
四
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と
範
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可
能
性
を
探
る
必

が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
果
た
し
て
、

中
國
の
古
典
中
の
古
典
と
言
う
べ
き
「
五
經
」
の
ひ
と
つ
で
先
に

引
用
し
た
『

書
』（『
書
經
』）「
禹
貢
」

で
は
中
華
世
界
を
九

分

し
て
九
州
と
し
て
い
る
。
そ
の
書
は
神
話
色
の
濃
い
經
書
で
、

古
の
地
理
書
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
夏
の
始

と
傳
え
ら
れ

る
禹
の
治
績
を

べ
た
該
書
を
更
に

べ
る
と
、

賦
惟
上
上
錯
。

そ
の
賦
は
惟こ
れ
上
の
上
に
し
て
錯まじ
わ
る
。

と
の
記

40
）が

あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
地
が
天
子
た
る
禹
に
上

す
べ

き
貢

の

價
が
上
の
上
、
つ
ま
り
は

上

の
ラ
ン
ク
で
あ
る

こ
と
を

味
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

第
で
「
禹
貢
」

に
は
、

田
や
地
味
の
厚

に
關
し
て
、
中
中
、
中
下
、
上
下
、
中
上
、
上

中
、
下
中
、
下
上
な
ど
、
下
下
以
外
の
八
種
の
表
現
が
す
べ
て
出

て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
な
ら
、『

書
』「
禹
貢
」

こ
そ
が
上
上

か
ら
下
下
ま
で
の
、
九
分

の
嚆
矢
で
あ
る
と

定
で
き
、「
古

今
人
表
」
は
そ
の
理
念
を
受
け
つ
い
で
、
經
濟

・
農
業

價
値

と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
分

の

念
を
、
人

の

價
に
對
應

さ
せ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
。

『

書
』
が
儒
家
に
よ
っ
て
經
書
と
定
め
ら
れ
た
の
は
比
較

新
し
く
、

代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は

知
の
と

お
り
で
あ
る
。
本
來
は
儒
家
と
の
關
係
が
必
ず
し
も
ふ
か
い
譯
で

は
な
か
っ
た
筈
の
『

書
』
に
、
分

の
思
考
の

が
見
出
せ

る
と
い
う
事
實
を
と
り
あ
え
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

イ
ン
ド
の
佛
敎
學

バ
ス
バ
ン
ド
ゥ
（
世
親
）
は
中
國
で
言
え

ば
六

時
代
、
四
世
紀
の
頃
の
人
で
あ
る
。
彼
の
代
表

な

作

で
あ
る
『
俱

論
』
は
、
部
派
佛
敎
の
中
心
と
な
る
思
想
を
ま
と

め
た
、
至
便
に
し
て
重

か
つ
不
可
缺
の
書
と
し
て
、
中
國
で
も

日
本
で
も
廣
く
受
容
さ
れ
た
。
從
っ
て

譯
も
複
數
存
在
す
る
。

陳
の
天
嘉
四
（
五
六
三
）
年
に
眞
諦
（
四
九
九

五
六
九
）
が
譯
出

し
た
『
阿
毘

俱

釋
論
』
略

し
て
『
舊
俱

』
と
、

代

に
入
っ
て
か
ら
玄

（
六
〇
二

六
六
四
）
が
飜
譯
し
た
『
阿
毘

俱

論
』
す
な
わ
ち
『
新
俱

』
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
『
舊
俱

』
41
）

十
七
に
お
い
て
「
九
品
惑
」
に
つ
い
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て
、
軟
軟
品
、
軟
中
品
、
軟
上
品
、
中
軟
品
、
中
中
品
、
中
上
品
、

上
軟
品
、
上
中
品
、
上
上
品
の
九
品
と
す
る
が
、
本
譯
に
お
い
て

は
「
下
」
字
を
用
い
ず
「
軟
」
字
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
が

さ
れ
る
。
軟
の
正
字
は

で
あ
る
が
、
軟
を
下
の
代
り
に
使
う
用

法
は
古
典
に

例
を
見
ぬ
表
現
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、『
新
俱

』
42
）

二
十
三
に
は
「
九
品
差
別
」
の
部

分
に
お
い
て
、
下
下
品
、
下
中
品
、
下
上
品
、
中
下
品
、
中
中
品
、

中
上
品
、
上
下
品
、
上
中
品
、
上
上
品
の
九
品
の
存
在
を

べ
る

が
、
本
譯
で
は
「
軟
」
字
は
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
傳
統

な
譯

語
に
回

し
て
い
る
こ
と
は

目
に
値
す
る
。

新
舊
の
兩
『
俱

論
』
に
見
え
る
そ
う
し
た
記

は
、
イ
ン
ド

に
お
い
て
も

譯
の
「
九
品
」
に
相
當
す
る
語
彙
が
存
在
し
て
い

た
こ
と
の
證

に
は
な
る
。
し
か
し
兩
『
俱

論
』
に
見
え
る
九

品
は
、『

經
』
の
九
品

生

と
は
、
基
本

に

く
異
な
る

も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
く
、
し
か
も
『
舊
俱

』
の
飜
譯
で
す

ら
『

經
』
譯
出
の
は
る
か
後
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
の
考

察
對
照
で
あ
る
『

經
』
と
は

く
關
係
な
い
も
の
と
理
解
し
て

よ
か
ろ
う
。

六

『
太
平
經
』
と
い
う

敎
の
經
典
が
『

藏
』
中
に
收
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
經
典
は
早
く
に
散
佚
し
た
結
果
、
完
本
は
傳
え
ら

れ
て
お
ら
ず
今
な
お
不

の
點
が
多
く
、
そ
の

容
が
ほ
ぼ
把
握

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

年
の
こ
と43

）で
、
今
後
の

究
の

展
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
『
太
平
經
』
の
一

に
以
下
の
よ

う
な
記

44
）が

あ
る
。

夫
人

、

理
萬
物
之
長
也
。
其
無
形
委
氣
之
神
人
、
職

在
理
元
氣
。
大
神
人
職
在
理
天
。
眞
人
職
在
理
地
。
仙
人
職

在
理
四
時
。
大

人
職
在
理
五
行
。

人
職
在
理
陰
陽
。
賢

人
職
在
理

書
。
皆
授
語
。
凡
民
職
在
理
草
木
五

。
奴
婢

職
在
理
財

。

そ
れ
人
な
る

は
、
す
な
わ
ち
萬
物
を
理おさ
む
る
の
長
な
り
。

そ
の
無
形
委
氣
の
神
人
、
職つとめは
元
氣
を
理
む
る
に
あ
り
。
大

神
人
つ
と
め
は
天
を
理
む
る
に
あ
り
。
眞
人
つ
と
め
は
地
を

理
む
る
に
あ
り
。
仙
人
つ
と
め
は
四
時
を
理
む
る
に
あ
り
。
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大

人
つ
と
め
は
五
行
を
理
む
る
に
あ
り
。
賢
人
つ
と
め
は

書
を
理
む
る
に
あ
り
。
あ
ま
ね
く
語
を
授
く
。
凡
民
つ
と

め
は
草
木
五

を
理
む
る
に
あ
り
。
奴
婢
つ
と
め
は
財

を

理
む
る
に
あ
り
。

こ
の
個

で
は
人
は
萬
物
を
す
べ
る
存
在
と
し
て
規
定
さ
れ
、

無
形
委
氣
の
神
人
（
形
な
く
氣
を
託
さ
れ
た
神
の
如
き
人

）、
大

神
人
、
眞
人
、
仙
人
、
大

人
、

人
、
賢
人
、
凡
民
、
奴
婢
の

九
種
に

別
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
が

確

さ
れ
て
い
る

こ
と
が

目
さ
れ
る
。
た
だ
し
無
形
委
氣
の
神
人
に
つ
い
て
は
略

も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

元
氣
不
和
、
無
形
神
人
不
來
至
。
天
氣
不
和
、
大
神
人
不

來
至
。
地
氣
不
和
、
眞
人
不
來
至
。
四
時
不
和
、
仙
人
不
來

至
。
五
行
不
和
、
大

人
不
來
至
。
陰
陽
不
和
、

人
不
來

至
。

字
言
不
眞
、
大
賢
人
不
來
至
。
萬
物
不
和
（
得
）、

凡
民

。
財

少
、
奴
婢

、
凡
事
失
其
職
。
此
正
其

也
。

元
氣
和
さ
ず
ん
ば
無
形
の
神
人
來
た
り
至
ら
ず
。
天
氣
和

さ
ず
ん
ば
大
神
人
來
た
り
至
ら
ず
。
地
氣
和
さ
ず
ん
ば
眞
人

來
た
り
至
ら
ず
。
四
時
和
さ
ず
ん
ば
仙
人
來
た
り
至
ら
ず
。

五
行
和
さ
ず
ん
ば
大

人
來
た
り
至
ら
ず
。
陰
陽
和
さ
ず
ん

ば

人
來
た
り
至
ら
ず
。

字
眞
な
ら
ざ
る
を
言
え
ば
大
賢

人
來
た
り
至
ら
ず
。
萬
物
和
（
得
）
せ
ざ
れ
ば
凡
民

る
。

財

少
な
け
れ
ば
奴
婢

し
、
お
よ
そ
事
そ
の
つ
と
め
を

失
な
う
。
こ
れ
ま
さ
に
そ
の

な
り
。

と

べ
て
い
る
部
分45

）も
あ
り
、
九
種

に
區
分
さ
れ
て
は
い
る
も

の
の
、
無
形
神
人
、
大
神
人
、
眞
人
、
仙
人
、
大

人
、

人
、

大
賢
人
、
凡
民
、
奴
婢
と
あ
っ
て
、
名

が
微
妙
に
異
な
っ
て
い

る
が
、
大
筋
で
は
同

の
呼

と

め
ら
れ
る
。

ま
た
、
更
に
別
の
個

46
）に

お
い
て
は
、

凡
此
九
人
、
神
、
眞
、
仙
、

、

、
賢
、
凡
民
、
奴
、
婢
。

お
よ
そ
こ
の
九
人
、
神
、
眞
、
仙
、

、

、
賢
、
凡
民
、

奴
、
婢
。
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と
な
っ
て
い
て
、
無
形
委
氣
の
神
人
は

な
る
神
と
改
め
ら
れ
、

大
の
つ
い
た
呼

も
な
け
れ
ば
人
も
つ
か
ず
、
奴
婢
に
至
っ
て
は

奴
と
婢
に
細
分
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
九
種

に
區
分
し
て

い
る
こ
と
に
變
わ
り
は
な
く
、『
太
平
經
』
の
基
本
理
念
は
人
を

九
段
階
に
分

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

『
太
平
經
』
で
も
九
種

で
は
な
く
、
も
っ
と
少
な
い
區
分
を
し

て
い
る
場
合47

）が
あ
る
。

六
人
生
各
自
有
命
。
一
爲
神
人
、
二
爲
眞
人
、
三
爲
仙
人
、

四
爲

人
、
五
爲

人
、
六
爲
賢
人
。
此
皆
助
天
治
也
。
神

人

天
、
眞
人

地
、
仙
人

風
雨
、

人

敎

吉
凶
、

人

治
百
姓
、
賢
人
輔
助

人
、
理
萬
民

也
。
給
助
六

合
之
不
足
也
。

六
人
、
生
各
々
自
か
ら
命
あ
り
。
一
を
神
人
と
な
し
、
二

を
眞
人
と
な
し
、
三
を
仙
人
と
な
し
、
四
を

人
と
な
し
、

五
を

人
と
な
し
、
六
を
賢
人
と
な
す
。
こ
れ
皆
天
の
治
を

助
く
る
な
り
。
神
人
は
天
を
つ
か
さ
ど
り
、
眞
人
は
地
を
つ

か
さ
ど
り
、
仙
人
は
風
雨
を
つ
か
さ
ど
り
、

人
は
敎

吉

凶
を
つ
か
さ
ど
り
、

人
は
百
姓
を
治
む
る
を
つ
か
さ
ど
り
、

賢
人
は

人
を
輔
助
し
、
萬
民
の

を
理
む
る
な
り
。
六リク
合ゴウ

の
足
ら
ざ
る
を
給あた
え
助
く
る
な
り
。

六
合
と
は
、
天
地
と
東
西
南
北
の
四
方
を
合
わ
せ
た
六
つ
の
極
、

世
界
の

味
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
個

で
は
六
分

に
減

少
し
て
い
る
が
、
該
當
部
分
が

法
を
學
ん
で
神
仙
に
な
る
方
法

を

い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
凡
民
や
奴
婢
に
は
そ

も
そ
も
そ
の

格
は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
解
す
れ
ば

得
が
ゆ
く
。

恐
ら
く
『
太
平
經
』
が

立
し
た
頃
に
は
、
人
を
無
形
委
氣
の

神
人
、
神
人
、
眞
人
、
仙
人
、

人
、

人
、
賢
人
、
凡
民
、
奴

婢
の
九
段
階
に
分

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
後
の
社
會

の
混

の
中
で
經
そ
の
も
の
が
散
佚
し
、
し
ば
ら
く
後
に
な
っ
て

關
係

た
ち
が
、

さ
れ
た

片
や
そ
れ
ぞ
れ
の
記
憶
を
た
よ
り

に
復
原
を
試
み
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の

に
お
い
て
は

字
の
異
同
や
呼

の
混

が
生
じ
、
無
形
委
氣
の
神
人
が
無
形
神

人
と
な
り
、
い
つ
し
か
神
人
に

收
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
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以
上
、

敎
經
典
で
あ
る
『
太
平
經
』
に
も
分

し
か
も
九
分

の
思
考
が
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確

し
得
た
が
、

敎
で
は

そ
の
分

を
更
に

大
さ
せ
て
い
る
。
南
齊
の
國
粹
派
の

士

（
四
二
一

四
八
四

）
は
、
そ
の

書
『
夷
夏
論
』
に
對
す
る

批

に
反
駁
し
て48

）、

至
名
無
名
、
其
有
名

二
十
七
品
、
仙
變

眞
、
眞
變

神
。
或
謂
之

。
各
有
九
品
…
。

至
名
無
名
、
そ
の
名
あ
る

二
十
七
品
、
仙
變
じ
て
眞
と

な
り
、
眞
變
じ
て
神
と
な
る
。
或
い
は
之
を

と
い
う
。

各
々
九
品
あ
り
…
。

と

べ
て
、
神
人
（

人
）・
眞
人
・
仙
人
の
階
位
の
そ
れ
ぞ
れ

を
更
に
九
品
ず
つ
に
細
分
し
て
、
合
計
二
十
七
品
と
な
る
と
論
じ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
よ
り
分

さ
せ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
基

本

念
は
あ
く
ま
で
九
品
に
あ
る
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な

第
で
、

敎
に
お
い
て
は
構

が
複

し
た

が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
や
は
り
九
分

で
、
よ
う
や
く
宗
敎

と
し
て
の
形
態
を
整
え
つ
つ
あ
っ
た

敎
敎
團
が
、
當
時
の

風

や
流
行
を
巧
み
に
と
り
入
れ
な
が
ら
、
經
典
と
敎
學
理
論

を
ま
と
め
つ
つ
あ
っ
た

況
が
理
解
で
き
る
と
言
え
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
れ
か
ら
、『
太
平
經
』
が
人
の
分

に
際
し
て
、

凡
民
の
下
で
は
あ
る
が
奴
婢
を
置
い
て
い
る
と
い
う
事
實
は
、

敎
が
身
分
制
の

い
そ
の
時
代
に
、

下

と
さ
れ
て
差
別
を
受

け
て
い
た
人
々
を
も
、
信
徒
と
し
て
受
け
入
れ
ん
と
し
て
い
た
こ

と
の
何
よ
り
の
あ
か
し
で
あ
る
と

め
ら
れ
、
そ
の
革
新
性
は
刮

目
に
値
す
る
。

そ
し
て
そ
の
根
本
に
共

す
る

の

識
、
す
な
わ
ち
人

を
比
較
し
て

別
し
階
位
を
設
定
し
て

價
す
る
こ
と
、
が

史

上
の

名
な
人
物
か
ら
藝

家
の

價
、
更
に
は
社
會

體
に
ま

で
ひ
ろ
が
っ
て
ゆ
く
、
そ
う
し
た
時
代
の
趨
勢
の
中
で
、

敎
に

お
い
て
も
佛
敎
に
お
い
て
も
、
人

存
在
の
あ
り
方
か
ら
神
格
に

至
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
階
位
を
つ
け
る
雰
圍
氣
に
つ
な
が

る
け
れ
ど
も
、
一
面
に
お
い
て
對

と
な
る
救
わ
れ
る
べ
き
人

の
範
疇
を
積
極

に

大
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
點
も
指
摘
し

て
お
き
た
い
。
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と
こ
ろ
で
『

經
』
の
九
品
と
『
太
平
經
』
の
九
分

は
ど
ち

ら
の
方
が
古
い
の
か
と
い
う
問
題
が

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
『

經
』
が
劉

代
の

立
で
あ
る
こ
と
は

白
で
あ
る
が
、『
太
平

經
』
は

代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
得
る
可
能
性
が
あ
り
、『
太
平

經
』
の
方
が
よ
り
古
い
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
は

い
な
い
。

た
だ
『
太
平
經
』
は
早
く
に
散
佚
し
、
あ
ま
り
流

し
て
い
な
か

っ
た
ら
し
い
の
で
、
そ
れ
が
『

經
』
に
何
ら
か
の
影

を
與
え

る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

小
稿
は
傳
統

な
中
國
學

究
の
方
法
論
に
の
っ
と
り
、

『

經
』
の
九
品

生

と
そ
の

邊
に
つ
い
て
、
語
彙
の
典
據

を
探
索
し
つ
つ
、
中
國
に
お
け
る
分

思
考
の
發
生
と
展
開
そ
し

て
そ
の
範
疇
に
對
し
て
考
察
を
く
わ
え
、
新
た
な

點
に
立
っ
て

今
ま
で
見

ご
さ
れ
て
い
た
問
題
に
つ
い
て

討
を
く
わ
え
ん
と

し
た
わ
ず
か
の

果
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
、『

書
』「
古
今
人
表
」
の
人

價
の
淵
源
が
『

書
』「
禹
貢
」

に
あ
る
こ
と
が
解

出
來
、
荀
子
の
儒

の
分

が
人
物

價
の
嚆
矢
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
劉

向
の
政
三
品

と
そ
れ
を
受
け
つ
ぐ
荀

の
性
三
品

が
三
品

の
根
底
に
存
在
し
て
い
る
可
能
性
を
提
示
し
た
。「
三
輩
」
が

「
三
品
」
に
變
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
時
流
と
思
考
の
變

に
よ

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
更
に
、『
人
物
志
』
や
『
世

新
語
』
に

見
ら
れ
る
當
時
の
時
代
の
雰
圍
氣
も
、『

經
』
へ
の
影

が
皆

無
で
あ
る
と
考
え
に
く
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
れ
ら
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
九
品

生

は
、
三
品
の
敎

そ
の
も
の
は
イ
ン
ド
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ

れ
を
中
國

に

衍
し
て
、

民
族
に
理
解
さ
れ
易
い
、
傳
統

な
九
分

へ
と
發
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
が

當

で
あ
ろ
う
。
九
品
官
人
法
の
九
品
は
、

字
ど
お
り
一
品
か
ら
九

品
ま
で
の
官
位
の
序
列
で
し
か
な
い
け
れ
ど
も
、
三
品
に
三
生
を

入
し
て
、
九
種

の

生
の
方
法
を

す
る
九
品

生
と
い

う
發
想
は
、
餘

中
國
古
典
の
學
識
の
あ
る
人
物
の
關
與
が
な
け

れ
ば
、
想
定
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
に

い
、
斬
新
な
發
展

思

考
で
あ
る
と

價
で
き
よ
う
。

後
に
今
ま
で
敢
え
て
ふ
れ
な
か
っ
た
、『

經
』
の

立
に

關
す
る
問
題
に
私
見
を

べ
て
結
論
と
し
た
い
。
こ
こ
ま
で

討

二
〇

分

と
範
疇

｜
九
品

生

の
源
流
｜



し
て
來
た
と
お
り
、
九
品
の

念
に
つ
い
て
は
、
中
國
の
古
典
で

あ
る
經
書
に
多
く
見
ら
れ
る
、
九
を
理
想
の
數
と
み
な
す
傳
統

思
考
の
反
映
が
、
そ
の
根
底
に
存
在
す
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

そ
れ
は
極

生
の
手
順
と
方
法
を

民
族
に
懇
切
丁
寧
に

し
よ
う
と
し
た
、
と
も
解
釋
で
き
る
が
、『

經
』
が
中
國
・

鮮
・
日
本
で
廣
く
受
容
さ
れ
た
の
は
、「
王

の
悲
劇
」
と
韋

提
希
の
悲

が
、
多
く
の
女
性
の
心
に

い
た
か
ら
で
も
あ
り
、

そ
れ
ら
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
本
經
は
南

の
、
寺
院
數
も
多

く
か
つ

侶
の

も
厚
い
、
首

建
業
か
そ
の

邊
に
お
い
て
、

現
地
の
知
識
人
た
ち
の
協
力
も
得
て
、
外
國
人
を
含
む
複
數
の

侶
に
よ
っ
て

さ
れ
た
經
典
で
あ
る
と

じ
て
よ
い
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

筆

は
佛
敎
學
の
專
家
で
は
な
い
が
故
に
、
見
落
と
し
や

解

も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
小
稿
に
よ
っ
て
す
こ
し
で
も

解

で
き
た
點
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

さ
れ
た
課

題
は
多
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
改
め
て
考
え

る
こ
と
と
し
た
い
。

本
稿
の
一
部
は
二
〇
一
二
年
十
一

開
催
の
佛
敎
史
學
會
第
六
十
三

回
學

大
會
（
於
大
谷
大
學
）
で
口
頭
發
表
し
た
。

１
）
「
淨
土
三
部
經
」
と
い
う
呼

は
日
本
の
淨
土
門
各
派
の
も
の

で
中
國
に
は
存
在
し
な
い
。
南
京
の
金
陵
刻
經
處
か
ら
今
も
刊
行

さ
れ
て
い
る
淨
土
經
典
は
『
淨
土
四
經
』
と
題
さ
れ
て
い
る
一

の
み
で
、
そ
れ
は
「
三
部
經
」
に
『
華
嚴
經
』「

賢
行
願
品
」

を
く
わ
え
て
、
淸
末
の
同
治
五
（
一
八
六
六
）
年
に
楊

會
（
仁

山
）（
一
八
三
七

一
九
一
一
）
が
重
刊
し
た
木
版
印
刷
本
で
あ
る
。

2
）

良
耶

の
傳
記
は

の

皎
の
『
高

傳
』（『
大
正
藏
經
』

五
十
、

收
）

三
に
見
ゆ
。

3
）
『

經
』
の
中
央
ア
ジ
ア
、
中
國

に
つ
い
て
は

田
宏

『
淨
土
三
部
經
の

究
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
）、
第
一

第
三

第
二
項
『

無
量
壽
經
』
の

問
題
、
に
よ
る
。

4
）

マ
ガ
ダ
國
の
略
史
に
關
し
て
は
山
崎
元
一
『
古
代
イ
ン
ド
の

と
社
會
』（「
世
界
の

史
」
3
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
）

に
よ
る
。

5
）

永
原
智
行
『
阿

世
の
す
べ
て
｜

人

佛
の
思
想
史
』（
法

藏

、
二
〇
一
四
）。

6
）

馬
場

一
「
阿

世
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」（『
大
百
科
辭
典
』
1
、

平
凡
社
、
一
九
八
四
）。
な
お
そ
の

を

に
提
唱
し
た
の
は

古
澤
平
作
で
一
九
三
三
年
の
こ
と
。

二
一

分

と
範
疇

｜
九
品

生

の
源
流
｜



7
）

分

の
問
題
に
關
し
て
は
中
尾
佐
助
『
分

の
思
想
』（『
中
尾

佐
助

集
』
第
Ⅴ

、

收
、
北

大
學
出
版
會
、
二
〇
〇

五
）
を
參
照
し
た
。

8
）

野
上
俊
靜
「

無
量
壽
經
私
考
｜
中
國
淨
土
敎
の
展
開
と
關

し
て
｜
」（
野
上

『
中
國
淨
土
敎
史
論
』

收
、
法
藏

、
一

九
八
一
）。

9
）

班
固
の
傳
記
は
、『
後

書
』

四
十
上
下
の
父
班
彪
傳
に
附

載
。

10
）

班
昭
の
傳
記
は

9
）引
く
『
後

書
』
班
彪
傳
中
に
は
見

え
ず
、
同
書

八
十
四
の
列
女
傳
に
扶
風
の
曹
世
叔
の
妻
と
し
て

傳
あ
り
。

11
）
『

書
』

二
十
、

收
「
古
今
人
表
」。

12
）

儒
家
た
ち
が
如
何
に
孔
子
の
神
格

を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
た

か
に
つ
い
て
は
淺
野
裕
一
『
孔
子
神
話
｜
宗
敎
と
し
て
の
儒
敎
の

形

｜
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
）
參
照
。

13
）

荀
子
は

國
末
期
、
趙
の
人
、
名
は
況
。
楚
の
春
申
君
に
仕
え
、

陵
の
令
と
な
る
。
法
家
の
韓
非
（

Ｂ.

Ｃ.

二
三
三
）、
李
斯

（

Ｂ.

Ｃ.

二
〇
八
）
ら
は
そ
の
門
下
。

14
）
『
論
語

疏
解
經
』

十
六
、

收
。

15
）
『
論
語

疏
解
經
』

十
七
、

收
。

16
）
『
論
語

疏
解
經
』

六
、

收
。

17
）
『
荀
子
』（『
叢
書
集

新

』
18
）

四

收
。

18
）

劉

の
傳
記
は
『
三
國
志
』

二
十
一
、「
魏
書
」
王
衞
二
劉

傅
傳

收
。
そ
の

作
と
し
て
は
『
新
律
』『
律
略
論
』『

略
』

『

論
』『
法
論
』
な
ど
百
餘

が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
も
今
に
傳
わ

ら
ず
。

19
）

傅

の
傳
記
は

18
）引
く
『
三
國
志
』

二
十
一
、「
魏

書
」
王
衞
二
劉
傅
傳

收
。
彼
の
劉

に
た
い
す
る
批

は
傅

傳

び
『

三
國

』

三
十
五
、

收
。

20
）
『
人
物
志
』（『
叢
書
集

新

』
20
）

上
。
そ
の
書
に
關
す

る

の

究
と
し
て
、
東
川
祥

「
劉

の
法
思
想
に
つ
い
て

｜
『
人
物
志
』
の
政
治

分
業
論
を
手
掛
か
り
に
｜
」（『
東
方

學
』
百
五
輯
、
二
〇
〇
三
）
が
あ
る
。

21
）

劉
義
慶
は

の
高

の
弟
の
子
。『
徐
州
先
賢
傳
』『
幽

』

の

と
さ
れ
る
が
、
彼
が
招
い
た

人
の
手
に
な
る
も
の
。

22
）
『
古
畫
品

』（『
叢
書
集

新

』
53

收
）。

23
）

宮
﨑
市
定
『
九
品
官
人
法
の

究
｜
科

史
｜
』（『
宮
﨑
市

定

集
』
第
六

收
、

出
は
一
九
五
六
年
）。

24
）
『
詩
品
』（『
叢
書
集

新

』
78

收
）。
た
だ
し
本
書
の
書
名

は

は
『
詩

』
で
、
現
書
名
に
改
ま
っ
た
の
は
後
の
こ
と
。

25
）
『
書
品
』（『
叢
書
集

新

』
52

收
）。
な
お
『
書
品
』
に
は

後
に

の
楊
愼
の
『
書
品
』
も
あ
り
。

26
）
『
隋
書
』「
經

志
」
を
見
る
と
、『

官
品
格
』『

士
品
』

『
碁
九
品
序

』『
碁
後
九
品
序
』『
圍
碁
品
』『
碁
品
序
』
な
ど
の

作
の
存
在
が
見
え
る
。

27
）
『
晉
書
』

四
十
五
、
劉
毅
傳
。
剛
直
公
正
な
人

で
知
ら
れ

二
二

分

と
範
疇

｜
九
品

生

の
源
流
｜



た
劉
毅
が
、
九
品
官
人
法
に
は
八
損
の
缺

が
あ
る
と
し
て
上
疏

し
た
、
そ
の
第
一
に

べ
た
言
葉
。

28
）
『

書
鄭

』

二
、「
禹
貢
」
に
、

貢
惟
金
三
品

そ
の
貢

は
惟こ
れ
金
三
品

と
あ
り
、
鄭
玄

は
「
金
銀
銅
也
」
と
す
る
。

29
）

荀

の
傳
は
『
後

書
』

六
十
三
、
荀
淑
傳
に
孫

と
し
て

附
載
。
淑
は
荀
卿
の
十
一
世
の
孫
。

30
）
『
申

』（『
叢
書
集

新

』
19

收
）

五
、

言
下
。
三

品
の
議
論
に
つ
い
て
は
王
充
を
嚆
矢
と
す
る

も
あ
る
が
、
筆

は
語
彙
と
し
て
の

出
を
重

す
る
。

31
）
『

苑
』（『
叢
書
集

新

』
18

收
）

七
、
政
理
。

32
）

3
）引
く

田
『
淨
土
三
部
經
の

究
』
第
２

第
４

第
二
項

一
、

生

の
種
々
相
。

33
）
『
史
記
』

六
十
五
、
孫
子
列
傳
に
、
馬
有
上
中
下
輩

馬
に

上
中
下
輩
有
り

と
あ
る
。
馬
の
上
等
、
中
等
、
下
等
の

。

34
）

32
）引
く
、『
淨
土
三
部
經
の

究
』

生

の
種
々
相
。

35
）
『
大
正
藏
經
』

十
二
、

收
。

36
）
『
大
正
藏
經
』

十
二
、

收
。

37
）
「
上
生
」「
下
生
」
の
表
現
の
古
い
用
例
と
し
て
は
、『

禮
疏
』

二
十
二
、
春
官
、
宗
伯
下
、
大
司

に
、
以
六
律
、
六
同
、
五

聲
、
八

、
六
舞

と
あ
り
、
そ
の
鄭
玄

に
、
上
生

一
分
、

下
生

去
一
焉

と

べ
る
が
、
そ
れ
は

の

律
に
つ
い
て

の

で
あ
る
。
恐
ら
く
そ
れ
を
轉
用
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
、「
中
生
」
の
古
い
用
例
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
確

で
き

て
い
な
い
。

38
）
『
老
子
』
第
四
十
二

。

39
）

高
木
智
見
「
古
代
中
國
の
儀
禮
に
お
け
る
三
の

性
」（『
東

洋
史

究
』
六
十
三

三
號
、

收
、
二
〇
〇
三
）。

40
）

28
）引
く
『

書
鄭

』

二
、「
禹
貢
」。
鄭
玄
の

に

よ
れ
ば
上
上
は
九
夫
の

、
上
中
は
八
夫
の

で
下
下
は
一
夫
の

の
由
。
な
お
、
夫
と
は
一
夫
の

す
べ
き
百
畝
の
地
の

。

41
）
『
大
正
藏
經
』

二
十
九
、

收
。

42
）
『
大
正
藏
經
』

二
十
九
、

收
。

43
）
『
太
平
經
』
に
關
す
る

究
は

年

に

展
し
て
い
る
が
、

そ
の

立
の
問
題
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
ふ
れ
な
い
。
し
か
し
そ

の

立
は

代
に
さ
か
の
ぼ
り
得
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

參
照：

Ｍ
・
カ
ル
タ
ン
マ
ル
ク
、
福
井

譯
「『
太
平
經
』
の

理
論
」（
酒
井
忠
夫

『

敎
の
總
合

究
』、
國
書
刊
行
會
、

一
九
七
七
、

收
）、

田
繁
樹
『

期

敎
經
典
の

究
』（

古
書
院
、
二
〇
〇
四
）、
林
富
士
、
二
階
堂
善
弘
譯
「『
太
平
經
』

に
お
け
る
神
仙

念
」（
吾
妻
重
二
、
二
階
堂
善
弘

『
東
ア
ジ

ア
の
儀
禮
と
宗
敎
』、
雄
松
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
、

收
）。

44
）

王

『
太
平
經
合
校
』（
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
六
〇
）

四
十
二
、
九
天

先
王
災
法
。

45
）

44
）引
く
『
太
平
經
合
校
』

四
十
二
。
た
だ
し
こ
の
部

分
は
底
本
に
混

が
あ
る
と
の
こ
と
。

46
）

『
太
平
經
合
校
』

九
十
六
、
守
一
入
室
知
神
戒
。

二
三

分

と
範
疇

｜
九
品

生

の
源
流
｜



47
）

『
太
平
經
合
校
』

七
十
一
、
致
善
除

令
人
受

戒

。

48
）
『
南
齊
書
』

五
十
四
、
高

傳
、

。
參
照：

吉
川
忠
夫

「
眞
人
と

人
」（
岩
波

座

「
東
洋
思
想
」
14
、『
中
國
宗
敎
思

想
』
2
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
）。

附
記：

本
稿
の
活
字

は
丸
山
宏
會
長
の
御
助
力
に

う
。

し
ん
で

感
謝
す
る
。

執

筆

紹

介

𠮷

田

隆

英

路
獨
協
大
學
名
譽
敎
授

孫

日
本

敎
學
會
會
員

夏

雨

大
學
外
國
語
學
部
講
師

日
比
野

晉

也

關
西
大
學
大
學
院
東
ア
ジ
ア

究

科
博
士
課

後
期
課

山

田

俊

熊
本
縣
立
大
學
共

敎
育
セ
ン
タ
ー
敎

授

山

下

一

夫

慶
應
義
塾
大
學
理
工
學
部
敎
授

酒

井

規

史

慶
應
義
塾
大
學
商
學
部
准
敎
授

二
四

分

と
範
疇

｜
九
品

生

の
源
流
｜


