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れ
な
い
。
個
体
は
限
定
せ
ら
れ
た
対
象
的
普
遍
で
な
く
限
定
無
き
作
用
的
普
遍
に
由
っ
て
の

み
規
定
せ
ら
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
は
正
に
斯
か
る
作
用
的
普
遍
、
即
ち
凡
て
の
個
体

を
し
て
夫
々
の
本
質
に
於
て
固
有
の
活
動
を
な
さ
し
む
る
如
き
内
包
的
全
体
に
外
な
ら
な

い
。
（
天
之
御
中
主
神
と
結
び
の
作
用
の
二
神
、
大
和
世
界
を
顕
現
す
る
神
）
併
し
そ
れ
が
既

に
普
遍
の
論
理
を
越
え
る
超
越
的
全
体
で
あ
っ
て
、
客
観
の
思
惟
原
理
と
し
て
の
論
理
に
盛

り
切
れ
ざ
る
主
観
の
自
覚
が
始
め
て
こ
れ
を
捉
え
得
る
も
の
な
る
こ
と
も
明
で
あ
る
。
彼
の

潜
勢
の
概
念
は
、
現
勢
に
於
て
矛
盾
的
に
統
一
せ
ら
れ
る
を
媒
介
す
る
為
め
に
思
惟
せ
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
却
て
作
用
的
飛
躍
的
に
の
み
統
一
し
得
べ
き
対
立
を
、
対
象
的
に

連
続
化
す
る
要
求
に
堕
す
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
論
理
的
存
在
論
は
此
処
に
破
綻
を
暴
露

し
、
一
度
其
制
限
を
自
覚
し
て
主
観
の
自
覚
を
論
理
以
上
の
も
の
と
し
て
解
放
す
る
こ
と
に

由
り
、
再
び
自
覚
を
否
定
の
否
定
的
に
論
理
に
止
揚
す
る
弁
証
法
に
至
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
所
以
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
的
論
理
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁

証
法
的
論
理
に
問
題
を
残
し
、
後
者
に
至
っ
て
始
め
て
解
か
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
べ
き
趣
き

が
あ
る
の
も
是
に
由
る
の
で
あ
る
。 
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１ 

存
在
論
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
２
） 

こ
れ
は
如
来
林
菩
薩
が
仏
の
神
力
（
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
を
承
け
て
、
現
象
界
の
事

物
、
個
体
は
悉
く
心
の
所
造
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
悟
り
、
讃
偈
を
唱
え
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
言
う
心
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
基
体
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
あ
っ
て

形
相
、
現
象
界
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
心
の
完
成
体
と
し
て
、
潜
勢
か
ら
現
勢
に
転
じ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
運
動
で
あ
る
。
が
現
勢
は
潜
勢
の
後
に
現
れ
る
の
で
な
く
、
其
完
成
せ
る

本
質
、
即
ち
心
が
運
動
に
お
い
て
自
己
の
姿
（
心
を
本
、
現
象
界
を
迹
、
影
、
末
と
し
て
い

る
）
を
現
わ
す
と
し
て
い
る
の
で
、
よ
ほ
ど
類
似
し
て
お
り
、
共
に
彫
刻
家
と
画
師
の
芸
術

製
作
に
譬
え
て
い
る
の
も
頷
か
れ
る
も
の
が
あ
る
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
原
因
四
つ
の
区

別
と
仏
教
の
十
二
因
縁
と
も
考
え
合
せ
て
思
考
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
側
道
に

入
り
過
ぎ
る
の
で
他
の
機
会
に
ゆ
ず
る
。 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
は
論
理
主
義
と
個
体
主
義
と
の
統
一
を
そ
の
神
学
に
求

め
、
存
在
自
体
の
学
た
る
存
在
論
と
し
て
の
形
而
上
学
は
、
第
一
原
理
と
し
て
の
神
の
学

た
る
神
学
に
窮
極
す
る
。
併
し
そ
れ
は
既
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
的
存
在
論
の
立
場

を
越
え
る
も
の
で
あ
る
。論
理
的
思
惟
の
述
語
は
如
何
に
普
遍
な
る
も
常
に
限
定
さ
れ
た

る
普
遍
に
止
ま
る
。
然
る
に
斯
か
る
限
定
せ
ら
れ
た
普
遍
に
由
っ
て
は
個
体
は
規
定
せ
ら

れ
な
い
。
個
体
は
限
定
せ
ら
れ
た
対
象
的
普
遍
で
な
く
限
定
無
き
作
用
的
普
遍
に
由 

っ
て
の
み
規
定
せ
ら
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
は
正
に
斯
か
る
作
用
的
普
遍
、
即

ち
凡
て
の
個
体
を
し
て
夫
々
の
本
質
に
於
て
固
有
の
活
動
を
な
さ
し
む
る
如
き
内
包

的
全
体
に
外
な
ら
な
い
。
（
天
之
御
中
主
神
と
結
び
の
作
用
の
二
神
、
大
和
世
界
を
顕

現
す
る
神
）
併
し
そ
れ
が
既
に
普
遍
の
論
理
を
越
え
る
超
越
的
全
体
で
あ
っ
て
、
客
観

の
思
惟
原
理
と
し
て
の
論
理
に
盛
り
切
れ
ざ
る
主
観
の
自
覚
が
始
め
て
こ
れ
を
捉
え

得
る
も
の
な
る
こ
と
も
明
で
あ
る
。
彼
の
潜
勢
の
概
念
は
、
現
勢
に
於
て
矛
盾
的
に
統

一
せ
ら
れ
る
を
媒
介
す
る
為
め
に
思
惟
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
却
て
作

用
的
飛
躍
的
に
の
み
統
一
し
得
べ
き
対
立
を
、
対
象
的
に
連
続
化
す
る
要
求
に
堕
す

る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
論
理
的
存
在
論
は
此
処
に
破
綻
を
暴
露
し
、
一
度
其
制
限
を
自

覚
し
て
主
観
の
自
覚
を
論
理
以
上
の
も
の
と
し
て
解
放
す
る
こ
と
に
由
り
、
再
び
自

覚
を
否
定
の
否
定
的
に
論
理
に
止
揚
す
る
弁
証
法
に
至
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
所

以
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
的
論
理
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の

弁
証
法
的
論
理
に
問
題
を
残
し
、
後
者
に
至
っ
て
始
め
て
解
か
れ
る
に
至
っ
た
と
い

う
べ
き
趣
き
が
あ
る
の
も
是
に
由
る
の
で
あ
る
。 

 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
何
を
「
実
在
」
「
神
」
と
観
た
か
。
前
述
の
如
く
潜
勢
と
現
勢
、
質
料

と
形
相
と
の
間
を
動
く
も
の
と
し
て
現
実
の
存
在
は
凡
て
中
間
的
で
あ
る
。
最
後
の
質
料

は
そ
れ
自
身
で
存
在
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
現
実
に
あ
る
質
料
は
そ
れ
に
相
当
す
る
形

相
的
な
る
も
の
に
対
し
て
は
質
料
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
更
に
そ
れ
を
形
相
と
す
る
他
の
質

料
的
な
る
も
の
に
対
し
て
却
て
形
相
的
で
あ
る
。
斯
く
て
現
実
の
中
間
的
存
在
は
即
ち
運

動
の
世
界
を
成
す
。
併
し
運
動
は
今
述
べ
た
如
く
、
そ
れ
自
ら
動
か
ず
し
て
他
の
も
の
が

凡
て
そ
れ
を
目
的
に
し
て
動
く
如
き
最
後
の
純
粋
な
る
形
相
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
（
基
体
）
純
粋
形
相
は
運
動
の
目
的
因
と
し
て
現
実
の
最
後
の
原
理
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
純
粋
形
相
は
純
粋
形
相
で
あ
る
限
り
質
料
を
混
入
せ
ざ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

け
れ
ど
も
、
而
も
そ
れ
が
形
相
と
し
て
存
在
す
る
以
上
は
活
動
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
運
動
の
原
理
と
し
て
他
を
動
か
す
形
相
た
る
も
の
自
ら
活
動
す
る
力
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
純
粋
形
相
は
質
料
を
混
入
す
る
こ
と
な
く
し
て
如
何
な
る
活
動
を
な
す

か
。
そ
れ
は
自
己
自
身
を
思
惟
す
る
所
謂
「
思
惟
の
思
惟
」
で
あ
る
外
無
い
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
此
「
思
惟
の
思
惟
」
を
「
第
一
動
因
」
と
呼
び
「
神
」
と
称
し
た
の
で
あ
る
。 

凡
て
の
個
物
が
自
己
自
身
と
な
れ
る
完
成
し
た
姿
に
於
け
る
自
由
活
動
の
世
界
が
神

の
内
容
で
あ
る
。
（
天
之
御
中
主
神
は
自
慊
の
活
動
自
ら
に
し
て
自
ら
で
あ
る
普
遍
の

自
由
の
意
味
で
な
い
自
慊
の
活
動
に
よ
っ
て
万
象
と
な
っ
て
顕
現
し
て
い
る
の
で
あ

る
。） 

 

恰
も
芸
術
の
鑑
賞
に
現
る
る
、
質
料
が
凡
て
形
相
化
せ
ら
れ
た
完
成
態
に
於
け
る

自
由
活
動
と
い
う
如
き
も
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
の
内
容
を
成
す
。
希
臘
人
の

芸
術
観
照
的
世
界
観
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
、
神
学
に
基
典
型
的
な
る
自

覚
を
見
出
す
と
云
っ
て
よ
い
。 

 

こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
大
方
広
仏
華
厳
経
・
巻
十
、
夜
摩
天
宮
菩
薩
説
偈
品

第
十
六
（
唯
心
偈
）
に
あ
る
次
の
経
で
あ
る
。 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
何
を
「
実
在
」
「
神
」
と
観
た
か
。
前
述
の
如
く
潜
勢
と
現
勢
、
質
料

と
形
相
と
の
間
を
動
く
も
の
と
し
て
現
実
の
存
在
は
凡
て
中
間
的
で
あ
る
。
最
後
の
質
料

は
そ
れ
自
身
で
存
在
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
現
実
に
あ
る
質
料
は
そ
れ
に
相
当
す
る
形

相
的
な
る
も
の
に
対
し
て
は
質
料
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
更
に
そ
れ
を
形
相
と
す
る
他
の
質

料
的
な
る
も
の
に
対
し
て
却
て
形
相
的
で
あ
る
。
斯
く
て
現
実
の
中
間
的
存
在
は
即
ち
運

動
の
世
界
を
成
す
。
併
し
運
動
は
今
述
べ
た
如
く
、
そ
れ
自
ら
動
か
ず
し
て
他
の
も
の
が

凡
て
そ
れ
を
目
的
に
し
て
動
く
如
き
最
後
の
純
粋
な
る
形
相
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
（
基
体
）
純
粋
形
相
は
運
動
の
目
的
因
と
し
て
現
実
の
最
後
の
原
理
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
純
粋
形
相
は
純
粋
形
相
で
あ
る
限
り
質
料
を
混
入
せ
ざ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

け
れ
ど
も
、
而
も
そ
れ
が
形
相
と
し
て
存
在
す
る
以
上
は
活
動
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
運
動
の
原
理
と
し
て
他
を
動
か
す
形
相
た
る
も
の
自
ら
活
動
す
る
力
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
純
粋
形
相
は
質
料
を
混
入
す
る
こ
と
な
く
し
て
如
何
な
る
活
動
を
な
す

か
。
そ
れ
は
自
己
自
身
を
思
惟
す
る
所
謂
「
思
惟
の
思
惟
」
で
あ
る
外
無
い
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
此
「
思
惟
の
思
惟
」
を
「
第
一
動
因
」
と
呼
び
「
神
」
と
称
し
た
の
で
あ
る
。 

 

凡
て
の
個
物
が
自
己
自
身
と
な
れ
る
完
成
し
た
姿
に
於
け
る
自
由
活
動
の
世
界
が
神
の

内
容
で
あ
る
。
（
天
之
御
中
主
神
は
自
慊
の
活
動
自
ら
に
し
て
自
ら
で
あ
る
普
遍
の
自
由

の
意
味
で
な
い
自
慊
の
活
動
に
よ
っ
て
万
象
と
な
っ
て
顕
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。） 

 

恰
も
芸
術
の
鑑
賞
に
現
る
る
、
質
料
が
凡
て
形
相
化
せ
ら
れ
た
完
成
態
に
於
け
る

自
由
活
動
と
い
う
如
き
も
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
の
内
容
を
成
す
。
希
臘
人
の

芸
術
観
照
的
世
界
観
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
、
神
学
に
基
典
型
的
な
る
自

覚
を
見
出
す
と
云
っ
て
よ
い
。 

 

こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
大
方
広
仏
華
厳
経
・
巻
十
、
夜
摩
天
宮
菩
薩
説
偈
品

第
十
六
（
唯
心
偈
）
に
あ
る
次
の
経
で
あ
る
。 

 

 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
物
を
認
識
す
る
は
其
物
の
始
源
を
知
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
た
。

哲
学
は
存
在
の
始
源
と
し
て
の
原
理
を
知
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
始
源
は
そ
れ
か
ら
其

物
の
生
ず
る
原
因
で
あ
り
論
理
的
に
は
理
由
で
あ
る
。
論
理
的
存
在
論
の
立
場
に
於
て
は

理
由
（
原
理
）
と
原
因
と
は
一
つ
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
原
因
に
資
料
因

c
,a

u
s
a

 

m
a

te
ria

lis
 

形
相
因c

fo
rm

a
lis

動
力
因c

.e
ffic

ie
n
s
 

目
的
因c

.fin
a
lis

の
四
つ

を
区
別
し
た
。
こ
れ
は
芸
術
的
表
象
の
立
場
か
ら
存
在
を
彫
塑
的
に
観
照
す
る
希
臘
的

存
在
論
の
典
型
的
な
る
表
現
で
あ
る
。
物
の
底
に
存
在
の
隠
さ
れ
た
る
原
理
を
認
め
ず
、

凡
て
顕
わ
な
る
原
理
に
由
っ
て
生
ず
と
な
す
も
の
で
あ
る
。
彫
刻
家
が
ア
ポ
ロ
の
像
を
造

る
時
に
は
、其
質
料
た
る
大
理
石
と
か
青
銅
と
か
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
質
料
因
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
造
ら
る
べ
き
ア
ポ
ロ
の
形
姿
形
相
が
予
め
彫
刻
家
の
脳
裏
に
あ
る

の
で
な
け
れ
ば
彫
像
の
制
作
は
出
来
ぬ
。
そ
れ
が
形
相
因
で
あ
る
。
而
し
て
此
形
相
を
質

料
に
於
て
実
現
す
る
芸
術
家
の
活
動
が
動
力
因
で
あ
り
、
其
制
作
の
目
的
と
す
る
所
が

目
的
因
で
あ
る
。
凡
て
の
存
在
は
此
の
四
種
の
原
因
に
由
っ
て
生
ず
る
。
併
し
人
工
物
で

は
此
の
四
種
が
夫
夫
別
の
も
の
と
し
て
区
別
せ
ら
れ
る
が
、
自
然
物
に
於
て
は
形
相
因
と

目
的
因
と
は
一
致
し
、
質
量
の
実
現
す
べ
き
本
質
に
帰
す
る
。
と
こ
ろ
で
質
料
は
そ
れ
自

身
で
は
不
定
の
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
に
就
い
て
語
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
然
る
に
存
在
は
ロ

ゴ
ス
に
於
て
論
理
的
に
捉
え
ら
る
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
に
就
い
て
語
り
そ
れ
に
定

義
を
与
え
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
形
相
、(

本
質)

が
真
の
存
在
で
あ

る
と
す
る
。
実
体
も
原
因
の
見
地
か
ら
観
る
時
、
個
体
の
本
質
（
形
相
）
に
帰
す
る
と

い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
は
質
料
と
存
在
と
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
か
。
此
二
つ

が
若
し
単
に
離
れ
存
す
る
な
ら
ば
個
物
は
存
在
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
が
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ヤ
の
離
在
を
攻
撃
し
た
こ
と
は
既
に
前
に
述
べ
た
所
で
あ

る
。
彼
自
身
は
内
在
の
立
場
か
ら
形
相
と
質
料
と
を
現
勢
と
潜
勢
と
の
関
係
に
於
て

考
え
、
質
料
は
形
相
に
な
り
得
べ
く
し
て
未
だ
形
相
と
な
ら
ぬ
も
の
（
可
能
性
）
、
形

相
は
即
ち
其
実
現
（
現
実
性
）
で
あ
る
と
し
た
。
本
質
を
単
に
可
能
の
状
態
に
含
む
の

が
質
料
で
あ
り
、
そ
れ
を
形
相
に
実
現
す
る
の
が
潜
勢
か
ら
現
勢
に
転
ず
る
運
動
で

あ
る
。
一
般
に
潜
勢
か
ら
現
勢
に
転
ず
る
こ
と
を
運
動
と
い
う
。
運
動
は
単
に
継
起
す

る
状
態
の
み
で
成
立
す
る
も
の
で
な
い
。
運
動
に
は
変
化
す
る
状
態
の
基
底
に
不
変

な
る
も
の
（
基
体
）
が
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
運
動
に
先
だ
っ
て
運
動
の
実
現
す
る
本
質

が
気
体
と
し
て
存
し
（
是
即
天
之
御
中
主
神
の
世
界
）、
そ
れ
が
潜
勢
か
ら
現
勢
に
自

己
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。（
高
御
産
巣
日
、
神
産
巣
日
、
二
神
の
結
び
蒸
力
の
作
用

に
よ
っ
て
）
。
其
故
現
勢
は
潜
勢
の
後
に
現
れ
る
の
で
な
く
て
却
て
潜
勢
に
先
だ
ち
、

其
完
成
せ
る
本
質
が
運
動
に
於
て
自
己
の
姿
を
現
わ
す
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
即
ち

現
勢
は
完
成
の
意
味
を
有
す
る
。
現
勢
に
は
動
く
方
面
と
共
に
動
か
ぬ
方
面
が
無
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
其
不
動
の
完
成
態
は
始
よ
り
潜
勢
の
中
に
あ
り
、
潜
勢
が
現
勢
に
な
る

の
は
此
完
成
態
が
目
的
と
な
る
か
ら
、
質
料
の
潜
勢
が
形
相
の
現
勢
に
転
ず
る
の
は

本
質
が
自
己
自
身
に
な
ら
ん
と
し
て
自
己
自
身
に
向
う
運
動
を
な
す
も
の
と
い
わ
れ

る
。
此
処
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
の
特
色
た
る
目
的
論
が
成
立
つ
。（
成
り
い
ず

る
神
で
あ
り
、
造
ら
れ
た
も
の
で
な
く
神
・
本
質
自
ら
の
自
己
の
顕
現
で
あ
る
。
神
道

の
成
生
の
相
で
あ
る
） 

 
 

 

          

プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
一
者
は
た
だ
世
界
を
超
越
し
て
存
在
す
る
神
で
は
な
い
。
そ
れ
は
個

物
の
活
動
的
本
質
の
統
一
原
理
と
し
て
飽
く
ま
で
世
界
に
内
在
す
る
の
で
あ
る
。
併
し
単

に
世
界
に
内
在
す
る
の
で
は
な
く
て
同
時
に
之
を
超
え
る
全
体
的
統
一
原
理
と
し
て
超

越
的
で
あ
る
。
而
も
そ
の
超
越
的
一
者
に
至
る
に
は
個
体
の
多
な
る
世
界
を
媒
介
と
す
る

の
で
な
く
て
（
こ
こ
に
問
題
が
あ
っ
て
存
在
論
を
生
み
弁
証
論
を
生
む
。
竹
葉
）
之
を
否
定

し
消
滅
せ
し
む
る
こ
と
に
由
っ
て
す
る
。
即
ち
論
理
を
否
定
し
思
惟
を
超
越
し
、
一
切
の

対
立
の
消
え
る
所
に
直
観
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
此
処
に
神
秘
的
方
法
の
特
色
が
あ

り
、
其
の
後
西
洋
哲
学
に
於
て
基
督
教
の
地
盤
に
そ
れ
が
移
植
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
愈
々

宗
教
的
色
彩
を
濃
厚
に
し
て
神
秘
神
学
の
形
を
採
る
に
至
っ
た
所
以
が
あ
る
。 

第
五
世
紀
の
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
書P

s
e
u
c
o
-
D

io
n
y
s
iu

s

が
神
を
「
名
く
べ
き
名
無

き
輝
け
る
暗
」
と
し
た
。
こ
れ
は
如
何
に
も
老
子
の
「
名
の
名
と
す
べ
き
は
常
の
名
に
非

ず
」
と
言
い
、「
玄
の
又
玄
」
と
言
え
る
と
こ
ろ
に
似
る
。 

第
九
世
紀
の
ス
コ
ト
ウ
ス
・
エ
リ
（
ウ
）
ゲ
ナ
（Se

c
tu

s
E

ri(u
)g

e
n
a

,8
1

0
-
8

7
7

）

が
、
「
造
っ
て
造
ら
れ
ざ
る
神
」
の
底
に
「
造
ら
れ
も
せ
ず
造
り
も
せ
ざ
る
神
」
を
考
え
、
斯

か
る
神
が
矛
盾
を
含
む
も
の
と
し
て
そ
れ
を
思
惟
す
べ
き
範
疇
無
き
こ
と
を
説
い
て
、
唯

不
知
に
於
て
直
接
に
神
と
冥
合
す
る
を
得
る
と
す
る
所
謂
「
否
定
神
学
」
を
大
成
し
た
の

は
、
神
秘
神
学
の
最
初
の
代
表
と
目
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
古
事
記
の
「
成
り
ま

せ
る
神
」
の
底
に
「
成
り
ま
さ
ぬ
神
」
が
考
え
ら
れ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。 

 

斯

く

て

ス

コ

ラ

哲

学

の

隆

盛

期

た

る

第

十

三

世

紀

に

ト

ー

マ

ス

（T
h

o
m

a
s
A

q
u

in
a
s
,1

2
2
5
-7

4

）
の
理
性
主
義
的
な
神
学
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、

超
理
性
的
神
秘
的
直
観
に
依
っ
て
の
み
知
ら
る
る
超
対
立
的
の
「
神
其
者
」G

o
tth

e
t

を
、
三
位
一
体
の
神
の
前
に
考
え
て
之
を
「
無
」N

ie
h

s

と
し
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

（E
e
k

ch
a
rt1

2
6
0
-1

3
2
7

）
日
本
に
於
け
る
神
即
ち
天
照
大
御
神
、
君
・
民
の
三
位
一

体
の
前
の
天
之
御
中
主
神
の
世
界
で
あ
る
。 

更
に
文
芸
復
興
の
初
期
に
其
当
時
の
精
神
に
従
っ
て
個
物
の
内
に
神
の
生
命
を
認

む
る
汎
神
論
的
思
想
を
採
り
つ
つ
、
斯
か
る
個
物
の
多
を
一
に
統
一
す
る
神
が
一
に

し
て
多
な
る
以
上
、
そ
れ
は
無
限
大
に
し
て
無
限
小
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
神
は

「
反
対
の
一
致
」C

o
in

cid
e
n

tia
 O

p
p
o
sito

ru
m

で
あ
る
。
斯
か
る
矛
盾
を
含
む
神

に
就
い
て
は
肯
定
も
否
定
も
出
来
ぬ
か
ら
、
こ
れ
を
判
断
に
由
っ
て
知
る
こ
と
は
出

来
な
い
。
斯
か
る
無
知
の
自
覚
（
所
謂
「
無
知
の
知
」D

o
cta

ig
n

o
ra

n
tia

）
に
於
て

の
み
神
が
現
前
す
る
と
説
い
た
ニ
コ
ラ
ス
・
ク
ザ
ヌ
ス
（N

ico
la

u
s
 C

u
s
a
n

u
s
,1

4
0
1
-

6
4

）
。
天
之
御
中
主
神
の
世
界
を
玉
で
表
し
て
い
る
神
道
は
円
球
的
絶
対
界
で
あ
る
。

こ
こ
に
於
て
は
無
限
小
は
無
限
大
に
連
が
り
、
極
右
は
極
左
と
同
一
で
あ
る
。
第
六
、

第
七…

…

無
限
次
元
の
世
界
で
あ
る
。
始
め
と
す
べ
き
始
め
な
く
、
終
り
と
す
べ
き
終

り
な
き
、
肯
定
と
否
定
と
綾
な
し
て
存
在
し
つ
つ
あ
る
、
そ
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
超

え
た
「
無
知
の
知
」
の
世
界
で
あ
る
。 

 

尚
近
世
の
初
に
、
従
来
の
希
臘
哲
学
的
神
秘
主
義
に
於
て
単
に
消
極
的
意
義
を
有

す
る
に
止
ま
っ
た
質
量
に
（
前
述
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
項
参
照
）
積
極
な
る
意
義
を
与

え
、
之
を
神
の
啓
示
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
、
神
の
内
に
あ
っ
て
神
に
対
す
る
否
定
の
原

理
た
る
も
の
と
解
し
、
自
己
の
宗
教
的
体
験
を
基
と
し
て
一
層
基
督
教
的
な
る
神
秘

主
義
を
建
て
た
ボ
ェ
ー
メ
（B

o
h

m
e
,1

5
7
5
-1

6
2
4

）
。
日
本
神
道
に
於
て
は
建
速
素
戔

雄
尊
の
存
在
が
こ
の
意
義
を
も
つ
。 

 

右
の
如
く
、
神
秘
主
義
の
流
は
連
綿
と
し
て
い
つ
の
時
代
に
も
有
力
な
る
代
表
者

を
有
す
る
。 

 

特
に
神
秘
主
義
者
と
呼
ば
れ
て
居
な
い
ば
か
り
で
な
く
理
性
主
義
合
理
主
義
の
代

表
と
普
通
に
考
え
ら
れ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
如
き
が
、
所
謂
幾
何
学
的
方
法
を
標
榜
し
た

に
拘
ら
ず
、
最
高
の
認
識
を
理
性
以
上
の
直
観
知

S
cie

n
tia

 in
tu

iv
a

に
認
め
た
事

は
最
も
注
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。 
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農
士
道 

 
 

 
          

菅
原 

兵
治 

第
五
章 

農
士
論 

    
 

～
第
二
節 

帰
農
的
安
立
～ 

 蚿
と
夔
と
蛇
と
の
問
答  

蚿
（
百
足
の
虫
。
む
か
で
）
が
夔
（
龍
に
似
て
一
本
足
な
る
も
の
）
に
向
っ
て
い
っ
た
。 

「
君
は
そ
れ
で
も
歩
け
る
の
か
い
。」 

夔
は
答
え
た
。 

「
君
は
そ
の
百
本
の
足
を
自
慢
す
る
の
か
ね
。
よ
く
考
え
て
見
給
え
。
君
は
百
本
の
足
で
行
く

所
を
、
僕
は
一
本
の
足
で
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
と
跳
ん
で
行
く
。
そ
れ
で
君
が
格
別
僕
よ
り
も
速
い
と

い
う
こ
と
も
な
け
れ
ば
、僕
が
君
よ
り
も
遅
い
と
い
う
こ
と
も
な
く
、一
緒
に
歩
い
て
、君
の
行
く

所
に
は
何
処
に
で
も
僕
も
行
き
、
未
だ
嘗
つ
て
後
れ
た
こ
と
が
な
い
で
は
な
い
か
、
だ
か
ら
君
は

足
の
数
が
多
い
か
ら
と
い
っ
て
、
何
も
僕
の
足
の
寡
い
の
を
笑
う
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
僕
を
し
て

言
わ
し
む
れ
ば
、
君
の
九
十
九
本
の
足
は
皆
無
用
の
長
物
で
は
な
い
か
。君
が
い
つ
も
其
の
百
本

の
足
を
み
ん
な
用
い
て
わ
さ
わ
さ
と
歩
く
が
、
一
体
あ
れ
で
煩
わ
し
く
は
な
い
の
か
え
。
」 

す 

る
と
側
に
蛇
が
い
て
い
う
に
は
、  

「
お
い
夔
！
君
は
其
の
一
本
の
足
を
自
慢
し
て
、蚿
の
百
本
の
足
を
煩
わ
し
い
と
い
う
の
か
。
こ

の
俺
を
見
ろ
。
俺
は
足
な
ど
い
う
も
の
は
一
本
も
な
く
て
に
ょ
ろ
に
ょ
ろ
匍
い
歩
く
が
、
そ
れ
で

君
と
一
緒
に
歩
い
て
、
君
が
お
そ
け
れ
ば
俺
も
お
そ
く
歩
く
し
、
君
が
疾
け
れ
ば
い
く
ら
で
も
、

俺
も
疾
く
走
る
し
、
君
の
行
く
所
な
ら
何
処
に
で
も
行
き
、
未
だ
嘗
つ
て
後
れ
た
こ
と
が
無
い

で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
だ
、
水
と
い
う
な
ら
水
の
中
で
も
渉
る
し
、
木
と
い
う
な
ら
木
の
上
に
で

も
登
る
よ
。
俺
は
こ
の
通
り
一
本
も
足
が
な
く
と
も
、何
の
不
足
も
な
く
、
又
出
来
な
い
と
い
う

こ
と
も
な
い
ぞ
。
俺
か
ら
観
れ
ば
、
君
の
一
本
の
足
も
亦
徒
ら
な
る
無
用
の
長
物
な
る
の
み
だ
。
」 

造
物
の
神
が
之
を
聴
い
て
、 

「
善
い
か
な
、
無
用
の
用
を
知
る
。
一
体
足
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
多
少
と
か
有
無
と
か
い

う
の
は
物
の
自
然
で
あ
る
。
わ
し
が
万
物
を
作
っ
た
と
は
い
え
、
自
ず
か
ら
然
る
ん
で
、
わ
し
の

与
り
知
る
所
で
は
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
、
有
る
か
ら
と
い
っ
て
、
其
の
有
る
に
ま
か
せ
て
楽
し
め
ば
、

天
下
あ
り
っ
た
け
の
も
の
を
費
い
尽
し
て
も
未
だ
足
ら
ぬ
こ
と
に
な
り
、
之
に
反
し
て
、
無
い
も

の
は
其
の
無
い
所
を
楽
し
め
ば
、
何
処
に
行
っ
て
も
足
ら
ざ
る
な
し
じ
ゃ
。
其
の
与
え
ら
れ
た
も

の
を
以
て
満
足
す
る
と
せ
ざ
る
と
は
、
わ
し
も
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
ぬ
こ
と
だ
。
だ
か
ら
、
無

に
し
て
其
の
無
を
楽
し
む
能
わ
ざ
る
者
は
、一
寸
し
た
機
（
は
ず
み
）
で
他
の
物
を
盗
む
よ
う
に

な
る
も
の
で
な
。―

太
宰
春
台
著
「
産
語
」
に
よ
る
ー 

名
や
利
と
い
う
点
よ
り
見
れ
ば
、
農
業
は
決
し
て
蚿
で
は
あ
り
得
な
い
。
然
し
夔
や
蛇
だ
か

ら
歩
け
ぬ
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
金
銭
と
い
う
「
お
あ
し
」
が
少
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
人
間
の
生

活
全
体
よ
り
見
て
、
必
ず
し
も
楽
し
み
が
無
い
と
い
う
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
私
共
は
其
処
に
修

行
と
工
夫
を
積
ん
で
、「
無
に
し
て
其
の
無
を
楽
し
み
」
、
更
に
百
本
足
の
蚿
よ
り
も
一
足
夔
や

無
足
蛇
の
歩
行
に
却
っ
て
自
由
の
あ
る
こ
と
ま
で
を
悟
り
た
い
と
思
う
。 
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馬
耕
に
つ
い
て                                  

三
浦 

夏
南 

 
現
在
自
給
自
足
研
究
の
一
つ
と
し
て
馬
耕
に
つ
い
て
も
調
査
を
行
っ
て
い
る
。ト
ラ
ク
タ
ー
、

管
理
機
な
ど
の
ガ
ソ
リ
ン
機
械
の
普
及
に
よ
り
、牛
馬
耕
は
恐
る
べ
き
速
度
で
零
落
し
て
し
ま

っ
た
。資
材
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
依
存
、
自
然
環
境
へ
の
配
慮
等
の
観
点
か
ら
も
、機
械
一
辺
倒
の
農

業
か
ら
徐
々
に
離
脱
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
い
っ
た
物
理
的
理
由
だ
け
で
は
な

く
、「
耕
す
」
と
い
う
営
み
に
は
文
化
的
、
精
神
的
価
値
が
存
在
す
る
の
で
、
そ
ち
ら
の
側
面
も

忘
却
し
て
は
な
ら
な
い
。 

例
え
ば
、ト
ラ
ク
タ
ー
は
便
利
で
は
あ
る
が
、
便
利
で
あ
る
が
故
に
家
族
と
の
協
働
と
い
う
大

切
な
時
間
を
奪
っ
て
し
ま
う
。農
業
の
中
で
耕
す
と
い
う
こ
と
の
重
要
性
は
極
め
て
高
く
、
時
間

的
に
も
価
値
的
に
も
農
業
の
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
が
、
そ
の
耕
す
と
い
う
こ
と
を
ト
ラ

ク
タ
ー
で
片
づ
け
て
し
ま
う
と
、
こ
れ
だ
け
で
農
業
の
大
部
分
が
家
族
の
手
か
ら
機
械
と
個
人

と
い
う
近
代
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
。こ
れ
は
表
面
上
便
利
に
見
え
て
大
き
な
損
失
で

は
な
い
か
。
現
在
も
基
本
的
に
は
ト
ラ
ク
タ
ー
と
管
理
機
で
畑
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
が
、
畝
の

溝
切
の
仕
上
げ
な
ど
は
管
理
機
で
は
完
全
に
仕
上
が
ら
な
い
部
分
も
多
く
、
鍬
で
の
作
業
と
な

る
。こ
の
鍬
で
の
作
業
が
や
は
り
、
農
業
を
し
て
い
る
な
と
い
う
充
実
感
を
最
も
感
じ
る
こ
と
の

で
き
る
時
間
で
あ
る
。
畑
づ
く
り
の
全
体
か
ら
見
れ
ば
些
細
な
作
業
で
は
あ
る
が
、自
分
の
実

感
と
し
て
は
、畑
づ
く
り
の
総
仕
上
げ
で
あ
り
、畑
づ
く
り
の
中
で
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い

る
と
感
じ
て
い
る
。
家
族
が
声
を
掛
け
合
い
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
作
業
を
し
て
い
る
と
、
機
械
の

音
も
な
く
、
風
の
音
や
虫
の
声
が
聞
こ
え
て
清
々
し
い
思
い
が
す
る
。こ
れ
が
農
業
の
全
体
で
有

れ
ば
、農
家
は
も
っ
と
幸
福
に
な
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
。や
は
り
機
械
は
便
利

に
見
え
て
農
家
か
ら
農
を
行
う
も
の
の
幸
福
を
奪
っ
て
い
る
。 

こ
れ
が
馬
耕
に
な
れ
ば
、
さ
ら
に
動
物
と
い
う
存
在
が
家
族
の
中
に
加
わ
っ
て
く
る
の
で
、
さ

ら
に
人
間
の
思
い
通
り
に
は
行
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
馬
の
顔
色
を
見
な
が
ら
の
仕
事
に

な
る
。馬
が
疲
れ
れ
ば
、草
を
食
べ
さ
せ
て
休
憩
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、ま
っ
す
ぐ
に
ば
か

り
歩
い
て
く
れ
る
と
も
限
ら
な
い
。
そ
こ
に
却
っ
て
楽
し
み
が
あ
る
の
が
農
業
で
あ
る
。
機
械
を

使
え
ば
す
べ
て
が
計
算
で
き
る
の
で
、効
率
化
で
き
る
が
、農
に
お
い
て
計
算
で
き
る
と
い
う
こ

と
は
却
っ
て
農
家
の
苦
痛
に
な
る
。計
算
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
数
字
に
向
け
て
仕
事

を
片
付
け
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
思
わ
ぬ
機
械
ト
ラ
ブ
ル
が
大
き
な
ス
ト
レ
ス
に

な
っ
て
し
ま
う
。
人
智
で
予
想
し
き
れ
な
い
家
畜
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、現

代
の
人
の
効
率
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
「
荷
物
」
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、農
家
の
視
点
か
ら

見
れ
ば
、
馬
が
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
は
安
心
で
あ
り
、
幸
福
で
あ
る
。 

人
で
は
な
い
動
物
に
言
葉
は
通
じ
な
い
が
心
を
通
じ
る
こ
と
が
出
来
る
。
全
て
が
論
理
化
さ

れ
、
数
値
化
さ
れ
た
こ
の
世
界
で
、心
を
以
て
心
を
伝
え
な
け
れ
ば
仕
事
が
出
来
な
い
こ
と
は
、

大
き
な
幸
福
で
あ
る
。家
族
が
馬
や
畑
を
通
じ
て
天
地
自
然
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
く
、現
代

人
か
ら
は
神
秘
的
と
も
見
え
る
営
み
を
、
か
つ
て
の
農
家
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
十
年
を
一
日

の
如
く
繰
り
返
し
て
い
た
。こ
の
当
た
り
前
の
世
界
に
、
我
々
は
回
帰
す
る
必
要
が
あ
る
。 
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小
野
鶴
山
の
『
大
学
師
説
』
②                      

庄 

宏
樹 

 

 

朱
子
学
に
お
け
る
悪
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
参
考
に
な
る
の
は
、
朱
子
の
「
明
道
論

性
説
」
と
い
う
文
章
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
、
『
二
程
全
書
』
巻
之
一
に
収
め
ら
れ
た
程
明
道
の

言
葉
に
朱
子
が
注
を
つ
け
た
も
の
で
、
こ
れ
を
見
れ
ば
「
本
然
の
性
」
と
「
気
質
の
性
」
と
の
違
い

に
つ
い
て
明
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

さ
て
、
朱
子
学
は
「
性
善
説
」
で
あ
る
と
普
通
言
わ
れ
る
。
確
か
に
、
明
道
も
「
善
は
固
よ
り
性

な
り
」
と
言
っ
て
は
い
る
の
だ
が
、
彼
は
同
時
に
「
然
れ
ど
も
悪
も
亦
た
性
と
謂
は
ざ
る
べ
か
ら

ず
」
と
も
述
べ
て
い
て
、
本
当
に
朱
子
学
が
性
善
説
な
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
明
道
の
言
葉
を
ど
う

理
解
す
べ
き
か
、と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。 

 

こ
の
言
葉
に
対
す
る
朱
子
の
注
釈
を
見
る
と
、 

 

天
下
の
善
悪
は
、
皆
な
天
理
な
り
。
こ
れ
を
悪
と
謂
ふ
は
、
本
と
悪
に
非
ず
。
但
だ
或
い
は

過
ぎ
、或
い
は
及
ば
ず
し
て
、便
ち
此
く
の
如
し
。 

天
下
善
惡
、
皆
天
理
。
謂
之
惡
者
、
非
本
惡
。
但
或
過
、
或
不
及
、
便
如
此
。 

 

と
い
う
、
こ
れ
も
ま
た
程
明
道
の
言
葉
が
引
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
悪
は
本
来
悪
な
の
で
は
な

く
、た
だ
「
過
不
及
」
に
す
ぎ
な
い
、と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
説
明
は
、
西
洋
的
価
値
観
が
主
流
と
な
っ
た
現
代
に
生
き
る
我
々
に
と
っ
て
も
、
大
い
に
得

心
の
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
例
え
ば
、ト
ル
ス
ト
イ
に
は
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。 

 

自
分
の
悪
し
き
行
為
を
弁
解
す
る
た
め
に
、
最
も
よ
く
持
ち
だ
さ
れ
る
間
違
っ
た
口
実
は

—
—

家
族
の
幸
福
の
た
め
、
と
い
う
口
実
で
あ
る
。
吝
嗇
、
収
賄
、
労
働
者
の
弾
圧
、
不
正

な
商
売—

—

こ
れ
ら
は
み
ん
な
家
族
に
対
す
る
愛
情
の
名
に
お
い
て
弁
解
さ
れ
る
の
で

あ
る
。 

（
北
御
門
二
郎
訳
『
文
読
む
月
日
（
中
）
』
ち
く
ま
文
庫
、一
五
八
頁
） 

  

言
う
ま
で
も
な
く
、
家
族
に
対
す
る
愛
情
は
善
な
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
「
過
ぎ
」
れ

ば
、
や
が
て
は
不
正
と
い
う
悪
に
手
を
染
め
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
古
歌
に
「
人
の
親
の
心

は
闇
に
あ
ら
ね
ど
も
、
子
を
思
ふ
道
に
ま
ど
ひ
ぬ
る
哉
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
そ
の

こ
と
を
歌
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。学
問
と
は
、結
局
は
こ
の
「
過
不
及
」
を
無
く
し

て
い
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。 

 

明
道
は
、
人
の
善
悪
を
水
の
清
濁
に
喩
え
る
。
水
は
澄
ん
で
い
る
の
が
本
来
の
姿
で
あ
る
が
、

現
実
の
水
は
皆
多
か
れ
少
な
か
れ
濁
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
現
実
の
人

間
に
は
善
も
あ
れ
ば
悪
も
あ
る
が
、
本
来
的
に
は
善
で
あ
る
。
こ
の
善
一
元
の
人
間
性
を
朱
子

学
で
は
「
本
然
の
性
」
と
呼
び
、
善
も
あ
れ
ば
悪
も
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
性
を
「
気
質
の
性
」
と

呼
ぶ
。だ
が
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、「
悪
が
あ
る
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
本
来
的
に
悪
な
の
で
は

な
く
、気
質
人
欲
に
よ
る
過
不
及
が
そ
の
よ
う
に
見
せ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。 

 

小
野
鶴
山
の
『
大
学
師
説
』
に
話
を
戻
す
な
ら
ば
、
鶴
山
は
学
問
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。 

 

「
一
度
あ
ま
き
を
食
へ
ば
甘
ふ
覚
へ
、苦
き
を
食
へ
ば
苦
覚
へ
る
。口
が
わ
づ
ら
へ
ば
、
さ
ふ
覚
へ
ぬ

や
ふ
な
も
の
。
煩
へ
ば
療
治
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其
療
治
の
名
を
学
と
云
。
其
本
然
を
煩
ら
は
す
病

気
の
名
を
気
質
と
云
ひ
、
人
欲
と
云
。
気
質
は
自
然
に
生
れ
つ
き
の
わ
る
い
を
云
。
人
欲
は
生
れ

た
か
ら
だ
の
生
き
た
な
り
に
、
ど
う
あ
り
た
い
、
か
く
あ
り
た
い
と
出
る
を
云
。
此
気
質
人
欲
が

す
ぐ
に
本
然
に
つ
い
て
を
る
病
で
、
よ
く
切
れ
る
刀
に
は
さ
び
る
と
云
こ
と
を
身
な
り
に
持
た

様
な
も
の
。
さ
び
れ
ば
と
ぐ
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ゆ
へ
、
山
に
砥
石
が
あ
る
。
人
の
病
も
そ

れ
で
、
気
質
人
欲
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
直
す
為
の
い
ぎ
い
は
れ
ぬ
法
が
天
か
ら
ぶ
ら
さ
が
り
て
あ

る
。
そ
れ
を
学
と
云
」 

 

人
は
体
を
持
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
以
上
、
人
欲
が
無
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
し
か
し
刀
を

放
置
し
て
お
く
と
錆
だ
ら
け
に
な
っ
て
し
ま
う
の
と
同
様
、
人
は
学
問
を
し
な
け
れ
ば
知
ら
ず

知
ら
ず
の
う
ち
に
悪
へ
と
流
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
薬
の
役

割
を
果
た
す
の
が
、
こ
の
『
大
学
』
と
い
う
書
な
の
で
あ
る
。 
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と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

美
恵   

  
元
旦
に
今
年
の
抱
負
を
決
め
た
事
を
、
つ
い
こ
の
前
の
よ
う
に
思
い
出
し
ま
す
。
月
日
が
経
つ

の
は
早
い
も
の
で
、
気
が
付
け
ば
十
月
も
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。 

今
月
も
、
先
月
に
引
き
続
き
農
作
業
の
合
間
に
自
給
自
足
調
査
と
し
て
、
各
方
面
に
詳
し
い

方
を
訪
問
し
ま
し
た
。 

稲
木
や
鶏
小
屋
に
使
う
材
木
を
求
め
て
久
万
高
原

町
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
り
、
南
予
で
養
鶏
を
し
て

い
る
主
人
の
幼
馴
染
と
再
会
し
た
り
、
馬
耕
調
査
の

た
め
に
オ
リ
エ
ン
ト
馬
事
セ
ン
タ
ー
と
い
う
静
岡
の
乗

馬
ク
ラ
ブ
を
訪
れ
た
り
し
ま
し
た
。
鶏
小
屋
に
使
う

材
木
は
、
良
い
も
の
が
ま
だ
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
引
き

続
き
調
査
中
で
す
。
鶏
小
屋
を
建
て
る
イ
メ
ー
ジ
は

湧
い
て
き
た
の
で
、
お
米
の
収
穫
が
終
わ
っ
た
十
一
月

に
建
設
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。乗
馬
ク
ラ
ブ
で
は
、

馬
耕
に
適
し
た
馬
を
見
つ
け
て
く
れ
る
人
と
出
会
え

た
の
で
、
ま
ず
は
一
歩
前
進
で
き
ま
し
た
。 

 

農
作
業
と
し
て
は
、
ネ
ギ
の
畑
準
備
と
ネ
ギ
定
植
、

ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
収
穫
、
た
か
き
び
の
収
穫
と
お
米
収
穫
、

秋
野
菜
の
収
穫
と
手
入
れ
を
行
い
ま
し
た
。 

ネ
ギ
に
限
っ
た
こ
と
で
は
有
り
ま
せ
ん
が
、
野
菜
は

冬
に
な
る
と
生
長
が
止
ま
り
ま
す
。
そ
う
な
る
前
に

ネ
ギ
を
育
て
、
冬
に
出
荷
で
き
る
ネ
ギ
を
確
保
す
べ

く
、今
ま
で
で
一
番
多
く
ネ
ギ
を
定
植
し
ま
し
た
。朝

の
家
事
を
済
ま
せ
る
と
、
私
と
義
妹
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一

歳
と
〇
歳
の
子
供
を
お
ん
ぶ
し
、
夫
婦
ペ
ア
の
四
人
で

植
え
て
い
き
ま
し
た
。
上
の
子
供
達
は
畑
を
走
り
回

り
、
泥
だ
ん
ご
な
ど
を
作
っ
て
楽
し
そ
う
に
遊
ん
で
い

ま
し
た
。
五
日
間
で
合
計
三
反
に
ネ
ギ
が
植
わ
っ
た

姿
は
圧
巻
で
す
。
今
後
は
生
長
具
合
を
見
て
、
必
要
で
あ
れ
ば
ト
ン
ネ
ル
を
か
け
な
が
ら
生
育

を
ず
ら
し
、冬
い
っ
ぱ
い
定
期
的
に
ネ
ギ
の
出
荷
が
で
き
る
よ
う
管
理
し
て
い
く
予
定
で
す
。 

ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
は
、
秋
の
訪
れ
と
と
も
に
収
量
も
減
っ
て
き
て
お
り
、
出
る
芽
も
細
く
な
っ
て

き
ま
し
た
。
農
協
の
出
荷
受
け
入
れ
日
も
、
毎
日
か
ら
週
三
日
に
代
わ
り
、
今
年
の
出
荷
終
了

も
間
近
で
す
。
そ
れ
で
も
周
囲
の
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
農
家
と
比
較
す
る
と
、
出
荷
量
は
多
い
よ
う
で
、

私
達
の
住
む
周
桑
地
域
内
で
は
、
反
当
り
の
出
荷
量
が
上
位
に
な
り
そ
う
で
す
。
こ
れ
も
、
無

農
薬
・
有
機
栽
培
を
目
指
し
て
土
づ
く
り
を
研
究
し
て
い
た
成
果
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

た
か
き
び
は
、
名
前
の
通
り
私
達
の
身
長
を
優
に
超
え
て
高
く
育
ち
、
三
メ
ー
ト
ル
以
上
に

な
り
ま
し
た
。
一
株
ず
つ
、
ハ
サ
ミ
で
収
穫
し
て
い
き
、
束
ね
て
い
き
ま
し
た
。
庭
に
吊
る
し
て
乾

燥
さ
せ
、
雑
穀
ご
飯
と
し
て
頂
き
ま
し
た
。
プ
チ
っ
と
し
た
食
感
が
印
象
的
で
、
自
分
で
育
て
た

も
の
を
こ
の
よ
う
に
頂
く
の
は
感
慨
深
か
っ
た
で
す
。 

お
米
は
十
月
末
に
、五
反
全
て
を
無
事
刈
り
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
先
月
は
「
ツ
キ
ア

カ
リ
」
と
い
う
早
生
品
種
を
収
穫
し
ま
し
た
が
、
今
月
は
「
ヒ
ノ
ヒ
カ
リ
」
と
い
う
中
生
種
を
収

穫
し
ま
し
た
。
ほ
ぼ
全
て
の
お
米
は
コ
ン
バ
イ
ン
で
刈
り
取
り
、
乾
燥
機
で
乾
か
し
て
袋
詰
め
を

行
い
ま
し
た
。
多
く
の
人
か
ら
「
美
味
し
い
。
味
が
違
う
。
」
と
聞
い
て
い
た
稲
木
干
し
は
、
稲
木

に
適
し
た
木
が
見
当
た
ら
ず
に
諦
め
て
い
た
所
、
知
り
合
い
の
方
で
譲
っ
て
く
だ
さ
る
方
を
紹

介
し
て
頂
き
、
急
遽
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。二
畝
と
い
う
小
さ
い
面
積
で
す
が
、
家
族
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全
員
で
稲
刈
り
を
し
て
、
束
ね
、
稲
木
を
組
み
立
て
て
架
け

て
い
き
ま
し
た
。
コ
ン
バ
イ
ン
で
の
収
穫
は
あ
っ
と
い
う
間
で
、

機
械
作
業
な
の
で
男
手
の
み
の
作
業
で
す
が
、
鎌
で
一
つ
一

つ
手
刈
り
し
て
束
ね
て
い
く
作
業
は
女
子
供
も
で
き
ま
す
。

生
産
性
は
低
い
で
す
が
、
幸
福
度
の
高
い
、
良
い
一
日
と
な

り
ま
し
た
。
乾
燥
が
終
わ
っ
た
ら
、
ぜ
ひ
食
べ
比
べ
を
し
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。 

秋
野
菜
は
、
レ
タ
ス
、
大
根
、
カ
ブ
、
小
松
菜
、
ホ
ウ
レ
ン
ソ

ウ
、
チ
ン
ゲ
ン
菜
、
の
ら
ぼ
う
菜
、
油
菜
、
高
菜
、
そ
の
他
葉
物

が
獲
れ
始
め
ま
し
た
。
今
回
は
初
め
て
の
固
定
種
・
在
来
種

で
あ
り
、
加
え
て
こ
れ
か
ら
自
分
達
が
全
て
の
自
給
自
足
を

し
て
い
く
畑
で
作
付
け
し
た
最
初
の
野
菜
と
い
う
事
も
あ

り
、
家
庭
菜
園
初
心
者
の
よ
う
に
、
一
つ
一
つ
の
野
菜
が
育
っ

て
い
く
様
子
が
嬉
し
い
で
す
。
出
来
る
だ
け
自
給
で
き
る
も

の
だ
け
で
生
活
し
た
い
の
で
、あ
ま
り
ス
ー
パ
ー
で
季
節
外
の

野
菜
は
買
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
分
、
時
に
は
食

卓
が
寂
し
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
初
め
て
の
野
菜
が
獲
れ

た
時
は
家
族
み
ん
な
で
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら
そ
の
野
菜
を
頂

き
ま
す
。
農
を
本
と
し
て
生
活
し
、
自
分
達
の
お
米
や
野
菜

を
育
て
る
よ
う
に
な
り
、自
然
と
食
べ
物
を
大
切
に
、無
駄
の

な
い
よ
う
に
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
天
地

自
然
と
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
つ
い
て
き
て
い
る
か
ら

だ
と
思
い
ま
す
。
手
入
れ
と
し
て
は
、
補
植
や
二
回
目
播
種

を
し
た
り
、
マ
メ
科
の
野
菜
に
支
柱
を
立
て
た
り
し
ま
し
た
。

ま
た
、
張
っ
て
い
た
防
虫
ネ
ッ
ト
を
は
が
し
、
畝
間
を
管
理
機

で
中
耕
、
手
で
の
草
引
き
を
し
ま
し
た
。
農
薬
や
機
械
を
使

っ
て
慣
行
栽
培
を
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
た
分
、
自
給
自
足

畑
で
の
作
業
は
途
方
も
な
く
時
間
が
か
か
る
よ
う
に
感
じ
ま

す
。
け
れ
ど
そ
の
お
陰
で
子
供
達
と
安
心
し
て
農
作
業
を
す

る
こ
と
が
で
き
、野
菜
の
生
長
を
ゆ
っ
く
り
と
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
畑
と
と
も
に
自
分
自

身
も
成
長
し
、
将
来
的
に
は
私
達
の
食
べ
る
全
て
の
も
の
を
自
給
で
き
る
よ
う
頑
張
り
た
い
と

思
い
ま
す
。 

 

★
今
後
の
予
定 

〇
勉
強
会
：十
一
月
十
九
日
（
土
） 

十
八
時
～ 

 
    

    

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
事
務
局
（
西
条
市
上
市
甲
七
二
〇
ー1

）  

 
    

    

※
参
加
さ
れ
る
方
は
事
前
に
（080-

2986
-085

6

）
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 
  

〇
講
演
会
：十
一
月
二
十
七
日
（
日
）  

十
四
時
～
十
七
時 

 
    

    
  

久
保
豊 

一
番
町
ホ
ー
ル
（
松
山
市
一
番
町
二
丁
目
四-

八-

三
階
） 

 
    

    
   

〇
醒
庵
忌
：十
二
月
十
一
日
（
日
）
十
七
時
～
十
九
時 

 
  

  
  

   

ホ
テ
ル
マ
イ
ス
テ
イ
ズ
松
山 

ヴ
ェ
ン
ト
（
松
山
市
大
手
町
一
丁
目

1
0
‐
1

0

）   

 

★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 
 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発
展
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周
囲
の
人
々
の

心
に
「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ
と
を
願
い
、
活
動
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

★
年
会
費 

一
般
会
員 

    
   

三
千
円 

賛
助
会
員 

    
   

一
万
円 

特
別
賛
助
会
員 

   

三
万
円 

支
援
会
員 

 
 
 

一
万
円 

★
振
込
口
座 

愛
媛
銀
行 

普
通
預
金 

本
町
支
店 

口
座
番
号 
六
一
四
二
七
三
五 

『
ひ
の
心
を
継
ぐ
会
』 

 


