
道
元
に
お
け
る
(
画
餅
)
の
問
題

(
不
充
飢
)
と
(
充
飢
)

(
1
)

中

嶋

慶

大

序(
画
餅
)
と
は
､
文
字
通
り
｢
絵
に
措
い
た
餅
｣
の
こ
と
で
あ
っ
て
､
香
厳
が
｢
絵
に
措
い
た
餅
は
飢
え
を
充
た
さ
な
い
｣
と
言
っ

て
､
書
物
を
火
に
く
べ
た
故
事
に
由
来
す
る
言
葉
で
あ
る
｡
(
2
)
即
ち
､
‥
こ
こ
で
の
｢
飢
え
｣
と
は
､
仏
法
を
求
め
る
心
で
あ
り
､
そ
の

飢
え
を
充
た
す
べ
き
｢
餅
｣
は
仏
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
｢
絵
に
措
い
た
餅
は
飢
え
を
充
た
さ
な
い
｣
と
い
う
言
葉

の
意
味
は
､
書
物
に
記
さ
れ
た
仏
の
教
え
は
真
の
仏
法
で
は
な
い
､
即
ち
所
詮
は
絵
に
措
い
た
餅
に
過
ぎ
な
い
の
で
､
法
を
求
め
る
｢
飢

え
｣
を
充
た
す
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
一
般
に
は
解
釈
さ
れ
る
｡

と
こ
ろ
が
｢
正
法
眼
蔵
画
餅
｣
の
巻
に
お
い
て
､
道
元
は
次
の
よ
う
に
言
う
｡

い
は
く

が
び
上
う
ふ
じ
ゆ
う
き

①
古
仏
言
､
｢
画
餅
不
充
飢
｣

(
中
略
)
あ
る
い
は
い
は
く
､
経
論
の
学
業
は
真
替
を
薫
修
せ
し
め
ざ
る
ゆ
ゑ
に
し
か
の
ご
と
く
い
ふ
と
い
ひ
､
あ
る
い
は
三
乗
･
一

乗
の
教
学
さ
ら
に
三
菩
提
の
み
ち
に
あ
ら
ず
と
い
は
ん
と
し
て
悠
磨
い
ふ
な
り
と
見
解
せ
り
｡
お
ほ
よ
そ
仮
立
な
る
法
は
真
に
用
不
著

な
る
を
い
は
ん
と
し
て
､
焦
磨
の
道
取
あ
り
と
見
解
す
る
､
お
ほ
き
に
あ
や
ま
る
な
り
｡
(
3
)

一
二
三



一
二
四

こ
れ
は
､
香
厳
の
(
画
餅
不
充
飢
)
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
様
々
な
解
釈
例
を
挙
げ
て
､
そ
れ
に
対
し
て
道
元
が
批
判
を
展
開
し
て

い
る
箇
所
で
あ
る
｡
文
中
の
(
経
論
の
学
業
)
も
､
(
三
乗
･
一
乗
の
教
学
)
も
､
文
字
に
記
さ
れ
た
教
え
を
示
し
て
い
る
｡
(
4
)
要
す

る
に
､
道
元
は
｢
画
餅
不
充
飢
｣

に
つ
い
て
の
解
釈
例
と
し
て
､
仏
典
の
研
究
を
通
し
て
で
は
真
の
智
恵
や
､
三
貌
三
菩
提
に
は
至
ら

な
い
と
す
る
も
の
を
あ
げ
て
い
る
｡
(
5
)
そ
れ
は
つ
ま
り
最
後
の
文
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
(
仮
立
な
る
法
)
即
ち
仮
に
立
て
ら
れ
た

方
便
と
し
て
の
法
は
､
実
際
に
は
用
い
る
に
足
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
が
､
こ
れ
を
道
元
は
〈
お
ほ
き
に
あ
や
ま
る
な
り
)
と
言

っ
て
退
け
る
の
で
あ
る
｡
(
6
)

彼
は
ま
た
､
次
の
よ
う
に
も
言
う
｡

し
ょ
う
じ

こ

らい

ほ
つ
か
い

こ
く
う

②
生
死
去
来
は
こ
と
ぐ
画
図
な
り
｡
無
上
菩
提
す
な
は
ち
画
図
な
り
｡
お
ほ
よ
そ
法
界
虚
空
､
い
づ
れ
も
画
図
に
あ
ら
ざ
る
な
し
｡
(
7
)

(
生
死
去
来
)
と
は
､
言
わ
ば
流
転
す
る
現
象
界
の
こ
と
で
あ
り
､
(
無
上
菩
提
)
と
は
､
最
高
の
悟
り
､
あ
る
い
は
悟
る
べ
き
最
高

の
｢
真
理
｣
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
(
法
界
虚
空
)
と
い
う
の
は
､
(
法
界
)
が
諸
々
の
存
在
者
の
世
界
の
こ
と
で
あ
り
､

(
虚
空
)
が
無
擬
に
し
て
周
適
す
る
｢
真
理
｣

の
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
｡

要
す
る
に
こ
の
引
用
②
に
お
い
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
､
現
象
の
世
界
も
｢
真
理
｣

の
世
界
も
含
め
て
､
世
界
全
体
が
(
画
図
)

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
故
に
道
元
は
こ
う
主
張
す
る
の
で
あ
る
｡

③
も
し
画
は
実
に
あ
ら
ず
と
い
は
ば
､
方
法
み
な
実
に
あ
ら
ず
｡
方
法
み
な
実
に
あ
ら
ず
は
､
仏
法
も
実
に
あ
ら
ず
｡
仏
法
も
し
実
な
る

に
は
､
画
餅
す
な
は
ち
実
な
る
べ
し
｡
(
8
)



(
画
)
が
実
の
も
の
で
は
な
い
､
即
ち
偽
り
の
虚
し
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
､
(
方
法
)
即
ち
一
切
の
存
在
者
が
虚
で
あ
っ
て

実
で
な
い
こ
と
に
な
り
､
(
仏
法
)
自
体
も
実
で
な
い
こ
と
に
な
る
と
言
う
｡
そ
し
て
､
(
仏
法
)
が
実
で
あ
る
な
ら
ば
､
(
画
餅
)
も
実

で
あ
る
と
言
う
｡
こ
れ
は
､
(
画
餅
)
を
実
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
退
け
る
一
般
的
な
解
釈
を
転
倒
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
こ
か
ら

更
に
､
道
元
は
こ
の
｢
画
餅
｣

の
巻
の
終
わ
り
近
く
に
な
っ
て
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
｡

④
し
か
あ
れ
ば
す
な
は
ち
､
画
餅
に
あ
ら
ざ
れ
ば
充
飢
の
薬
な
し
(
9
)

即
ち
､
絵
に
描
い
た
餅
で
な
け
れ
ば
飢
え
を
充
た
さ
な
い
､
と
言
う
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
､

道
元
は
(
画
餅
不
充
飢
)
即
ち
､
｢
絵
に
描
い
た
餅
は
飢
え
を
充
た
さ
な
い
｣
と
い
う
香
厳
の
言
葉
を
否
定
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
｡
(
川
)
要
す
る
に
彼
は
､
｢
絵
に
措
い
た
餅
は
確
か
に
飢
え
を
充
た
す
こ
と
は
な
い
の
だ
が
､
絵
に
描
い
た
餅
で
な
け
れ
ば

飢
え
を
充
た
す
こ
と
は
な
い
｣
と
い
う
一
見
矛
盾
と
も
思
わ
れ
る
主
張
を
し
て
い
る
こ
.
と
に
な
る
｡

本
稿
の
目
的
は
､
｢
画
餅
｣
の
巻
中
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
､
(
画
餅
)
､
(
画
)
､
(
画
図
)
な
ど
に
つ
い
て
の
道
元
の
論
を
通
し
て
､

我
々
の
主
題
で
あ
る
｢
説
法
と
し
て
の
蛮
術
作
品
｣

の
考
察
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
｡
(
‖
)
そ
こ
で
先
ず
､
我
々
は
道
元
の
論
理
に

お
け
る
(
画
)
あ
る
い
は
(
画
図
)
を
考
察
す
る
｡
即
ち
､
世
界
が
(
画
)
で
あ
る
と
い
う
の
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
か
､

ま
た
(
画
)
で
あ
る
と
さ
れ
る
世
界
に
お
い
て
(
画
す
る
)
こ
と
の
意
味
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
､
更
に
は
そ
の
へ
画
す
る
)
真
の

主
体
は
何
者
で
あ
る
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
｡
そ
の
上
で
､
(
画
餅
)
が
(
不
充
飢
)
に
し
て
(
充
飢
)
で
あ
る
と
す
る
道
元
の
主
張
の

意
味
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
｡
は
た
し
て
､
(
画
餅
)
は
飢
え
を
充
た
す
の
か
､
充
た
さ
ぬ
の
か
｡
充
た
す
､
充
た
さ
ぬ
と
は
い
か
な

る
こ
と
で
あ
る
の
か
｡

以
上
の
考
察
を
手
掛
か
り
に
､
最
終
的
に
我
々
は
我
々
の
研
究
の
文
脈
に
お
い
て
､
世
界
に
お
け
る
蛮
術
家
と
聾
術
作
品
と
享
受
者一

二
五



一
二
六

と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
｡
即
ち
そ
れ
は
､
例
え
ば
絵
画
で
あ
れ
ば
､
絵
画
に
お
け
る
虚
･
実
の
問
題
や
､
画
家
が
絵
を
描
く
こ
と
の

意
味
､
享
受
者
が
そ
の
絵
を
享
受
す
る
こ
と
の
意
味
等
を
〈
法
界
虚
空
〉
と
の
関
係
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
｡

第
一
章

(
父
母
所
生
)
と
(
父
母
未
生
)
-
-
ム
ー
法
縁
通
方
法
通
〉

道
元
は
(
画
餅
)
に
つ
い
て
の
大
き
な
命
題
と
し
て
､
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
｡

⑤
画
餅
と
い
ふ
は
､
し
る
べ
し
､
父
母
所
生
の
面
目
あ
り
､
父
母
未
生
の
面
目
あ
り
｡
(
望

(
父
母
所
生
)
と
は
対
立
が
生
じ
て
い
る
局
面
で
あ
り
､
〈
父
母
未
生
〉
と
は
村
立
が
生
ず
る
以
前
､
即
ち
｢
二
な
る
局
面
で
あ
る
｡
(
1
3
〉

こ
こ
で
は
(
画
餅
)
が
こ
の
両
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
｡
本
章
は
､
こ
の
引
用
⑤
の
真
意
を
明
ら
か
に
す
べ
く
展
開
さ

れ
る
｡

先
ず
､
道
元
が
餅
を
(
画
す
る
〉
こ
と
と
､
山
水
を
〈
画
す
る
〉
こ
と
と
を
比
較
し
て
い
る
箇
所
を
見
て
み
よ
う
｡

⑥
餅
を
画
す
る
丹
爬
は
､
山
水
を
画
す
る
丹
媚
と
ひ
と
し
か
る
べ
し
｡
い
は
ゆ
る
山
水
を
画
す
る
に
は
青
丹
を
も
ち
ゐ
る
｡
画
餅
を
画

た
ん
く
わ
く

す
る
に
は
米
麺
を
も
ち
ゐ
る
｡
任
還
な
る
ゆ
ゑ
に
､
そ
の
所
用
お
な
じ
､
功
夫
ひ
と
し
き
な
り
｡

し
か
あ
れ
ば
す
な
は
ち
､
い
ま
道
著
す
る
画
餅
と
い
ふ
は
､
一
切
の
糊
餅
･
菜
餅
･
乳
餅
･
焼
餅
1
磁
餅
等
､
み
な
こ
れ
画
図
よ
り



現
成
す
る
な
り
｡
(
中
略
)

こ
の
ゆ
ゑ
に
､
い
ま
現
成
す
る
と
こ
ろ
の
諸
餅
､
と
も
に
画
餅
な
り
｡
(
1
4
)

(
丹
僧
)
と
は
絵
の
具
の
こ
と
で
あ
る
｡
{
誓
餅
を
描
く
絵
の
具
は
､
山
水
を
描
く
絵
の
具
と
等
し
い
と
言
う
｡
ま
た
､
山
水
を
描
く

に
は
(
青
丹
)
即
ち
青
や
赤
の
絵
の
具
を
用
い
､
画
餅
を
措
く
に
は
(
米
麺
)
即
ち
餅
の
材
料
と
な
る
米
や
麦
を
用
い
る
と
言
う
｡
(
柑
)

そ
し
て
､
そ
れ
故
に
両
者
の
(
所
用
)
や
(
功
夫
)
が
等
し
い
と
論
じ
て
い
る
｡
こ
の
(
所
用
)
や
(
功
夫
)
が
等
し
い
と
い
う
の
は
､

両
者
が
同
じ
｢
真
理
｣
を
表
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

第
一
文
で
は
鼠
を
画
す
る
丹
憫
〉
と
言
い
､
第
三
文
で
は
蒜
餅
を
画
す
る
に
は
米
麺
を
も
ち
ゐ
る
)
と
言
っ
て
い
る
｡
第
一
文

の
(
餅
)
と
第
三
文
の
(
画
餅
)
と
は
同
じ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
､
そ
れ
と
も
別
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ま
た
(
画
す
)
と
は
い

か
な
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
引
用
文
の
後
半
を
見
る
と
､
様
々
な
種
類
の
餅
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
､
(
け
)

(
み
な
こ
れ
画
図
よ
り
現

成
す
る
な
り
〉
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
ま
た
最
後
の
と
こ
ろ
で
､
〈
い
ま
現
成
す
る
と
こ
ろ
の
諸
餅
､
と
も
に
画
餅
な
り
〉
と
さ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
を
見
る
に
､
道
元
に
と
っ
て
は
(
餅
)
た
る
も
の
は
全
て
(
画
図
)
よ
り
現
成
す
る
が
故
に
(
画
餅
)
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

そ
し
て
､
餅
を
｢
作
る
｣
と
い
う
こ
と
は
即
ち
｢
措
く
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
訳
で
あ
る
｡

こ
の
｢
措
く
｣
と
い
う
こ
と
を
次
の
引
用
⑦
に
お
い
て
は
､
一
な
る
ヰ
の
と
多
な
る
も
の
と
の
関
係
か
ら
説
明
し
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
｡

しゅ亭つ

わ
う
た
ん
じ
ゆ
た
ん

い
ち
し
ん
じ
ん
け
ん

し
ヤ
う
わ
う
し
や
く
ぴ
や
く

ち
や
う
た
ん
は
う
ゑ
ん

⑦
飢
も
一
条
柱
杖
な
り
､
横
担
竪
担
､
千
変
万
化
な
り
｡
餅
も
一
身
心
寮
な
り
､
青
黄
赤
白
､
長
短
方
円
な
り
｡
(
1
8
)

(
一
条
蛙
杖
)
と
は
､
僧
侶
が
持
つ
一
本
の
杖
で
あ
る
が
､
そ
れ
が
一
な
る
｢
真
理
｣
の
全
体
を
表
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
､
し

一
二
七



一
二
八

ば
し
ば
一
切
を
表
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
｡
(
望

〈
横
担
竪
担
､
千
変
万
化
な
り
〉
と
い
う
の
は
､
そ
の
一
な
る
も
の
を
横
に
担
い

だ
り
､
竪
に
担
い
だ
り
し
て
千
差
万
別
な
形
が
現
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
(
一
身
心
現
)
も
､
一
な
る
｢
真
理
｣
が
現
れ
､
一
切
を
尽

く
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
も
の
と
推
察
さ
れ
る
｡
(
空

《
青
黄
赤
白
､
長
短
方
円
な
り
)
と
い
う
の
も
､
や
は
り
そ
の
一
な
る
も
の
が

様
々
な
色
や
形
を
伴
っ
て
現
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
引
用
文
全
体
を
通
し
て
解
釈
し
た
場
合
､
要
す
る
に
､
(
飢
)

や
(
餅
)
と
い
う
の
も
､
一
な
る
も
の
に
手
が
加
え
ら
れ
､
そ
こ
に
様
々
な
姿
形
が
現
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
の
に
他
な
ら
な

い
と
言
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
を
道
元
は
引
用
⑥
に
お
い
て
､
《
画
図
よ
り
現
成
す
る
な
り
)
と
言
っ
て
い
た
訳
で
あ
る
｡

こ
の
(
画
す
る
)
真
の
主
体
が
何
者
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
､
道
元
は
｢
画
餅
｣

の
巻
を
通
じ
て
一
度
も
明
示
し
て
い
な
い
｡
こ
の
真

の
主
体
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
章
に
お
い
て
検
討
し
て
ゆ
く
が
､
当
面
の
問
題
と
し
て
は
(
画
す
る
)
主
体
は
人
､
あ
る
い
は
人
で
あ
る

仏
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
(
2
1
)
何
故
な
ら
ば
序
に
も
述
べ
た
よ
う
に
､
(
画
餅
)
を
め
ぐ
る
議
論
は
､
本
来
祖
師
達
の
残
し
た
教
え
を

尊
重
す
べ
き
か
否
か
を
問
う
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
う
で
あ
れ
ば
､
引
用
⑤
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
の
取
り
敢
え
ず
の
意
味
も
､

人
が
(
画
す
る
)
こ
と
に
よ
っ
て
､
(
父
母
未
生
)
の
一
な
る
世
界
に
､
(
父
母
所
生
)
の
差
別
の
世
界
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
｡
(
望
即
ち
､
人
が
措
く
こ
と
に
よ
っ
て
､
様
々
な
存
在
者
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
こ
に
､
我
々
は
世
界
が

(
画
)
､
あ
る
い
は
(
画
図
)
と
さ
れ
る
第
一
の
理
由
を
見
出
す
｡

し
か
し
な
が
ら
､
世
界
の
う
ち
に
描
か
れ
て
現
れ
た
存
在
者
と
し
て
の
(
画
餅
)
に
(
父
母
所
生
の
面
目
)
と
(
父
母
未
生
の
面
目
)

と
が
備
わ
る
と
は
､
単
に
そ
れ
が
一
な
る
全
体
の
一
部
を
な
す
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
次
に
道
元
自
身
の
師
で
あ
る
天
童
如
浄

(
一
一
六
三
～
一
二
二
八
年
)

の
言
葉
に
つ
い
て
の
註
釈
の
箇
所
を
見
て
み
よ
う
｡

⑧
先
師
道
､
｢
修
竹
芭
蕉
入
画
図
(
修
竹
芭
蕉
画
図
に
入
る
)
｣
｡

(
中
略
)
修
竹
は
長
竹
な
り
｡
陰
陽
の
連
な
り
と
い
へ
ど
も
､
陰
陽
を
し
て
連
な
ら
し
む
る
に
､
修
竹
の
年
月
あ
り
｡
(
中
略
)

い
ま
外



道
ニ
ー
乗
の
心
目
に
か
､
は
る
陰
陽
に
は
あ
ら
ず
｡
こ
れ
は
修
竹
の
陰
陽
な
り
､
修
竹
の
歩
歴
な
り
､
修
竹
の
世
界
な
り
｡
修
竹
の
看

属
と
し
て
十
方
諸
仏
あ
り
｡
し
る
べ
し
､
天
地
乾
坤
は
修
竹
の
根
茎
枝
葉
な
り
｡
こ
の
ゆ
ゑ
に
天
地
乾
坤
を
し
て
長
久
な
ら
し
む
｡

大
海
須
弥
､
尽
十
方
界
を
し
て
堅
牢
な
ら
し
む
｡
(
空

こ
れ
は
(
修
竹
)
や
(
芭
蕉
)
が
(
画
図
)
に
入
る
時
､
即
ち
､
そ
れ
ら
が
措
か
れ
る
時
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
､
先
ず

万
物
の
根
本
と
し
て
の
(
陰
陽
)
が
あ
っ
て
､
そ
こ
か
ら
(
修
竹
)
(
即
ち
長
い
竹
)

が
生
ず
る
と
い
う
一
般
的
な
理
解
を
前
提
と
し
て

話
が
進
め
ら
れ
て
い
る
｡
道
元
は
そ
う
し
た
見
方
を
こ
こ
で
修
正
し
て
､
陰
陽
を
遅
ら
す
の
が
(
修
竹
の
年
月
)
で
あ
る
と
言
い
､
こ
の

陰
陽
と
は
外
道
･
二
乗
の
よ
う
な
誤
っ
た
考
え
を
持
つ
者
の
見
る
陰
陽
で
は
な
い
と
言
う
｡
そ
れ
は
､
(
修
竹
の
陰
陽
)
で
あ
っ
て
､
(
修

竹
の
歩
歴
)
な
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
陰
陽
の
気
の
消
長
に
よ
っ
て
竹
が
生
じ
､
育
つ
の
で
は
な
く
て
､
竹
が
陰
陽
を
動
か
す
ど
こ
ろ

か
､
竹
が
そ
の
ま
ま
陰
陽
で
あ
り
､
竹
そ
の
も
の
が
成
長
の
過
程
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
る
よ
う
に
記
し
て
い
る
訳
で
あ
る
｡
更
に
は
〈
修

竹
の
世
界
な
り
〉
と
い
い
､
十
方
の
仏
が
修
竹
に
属
す
と
言
う
｡
そ
し
て
最
後
の
と
こ
ろ
で
は
､
(
天
地
乾
坤
)
や
(
大
海
須
弥
)
､
(
尽

十
方
界
)
等
､
即
ち
世
界
の
一
切
を
成
り
立
た
せ
､
維
持
し
て
い
る
の
が
(
修
竹
)
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
｡

即
ち
こ
こ
で
は
(
入
画
図
)
の
時
､
世
界
の
内
の
あ
る
存
在
者
(
例
え
ば
修
竹
)
が
､
逆
に
一
切
を
含
む
と
言
っ
て
い
る
｡
｢
画
餅
｣

の
巻
の
初
め
に
置
か
れ
た
引
用
⑨
も
､
正
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

⑨
こ
の
ゆ
ゑ
に
い
は
く
､
一
法
絶
通
方
法
通
(
一
法
挽
か
に
通
ず
れ
ば
方
法
通
ず
)
｡
い
ふ
と
こ
ろ
の
一
法
通
は
､
一
法
の
従
来
せ
る
面

目
を
奪
却
す
る
に
あ
ら
ず
､
一
法
を
相
対
せ
し
む
る
に
あ
ら
ず
､
一
法
を
無
村
な
ら
し
む
る
に
あ
ら
ず
｡
無
対
な
ら
し
む
る
は
こ
れ
相
擬

な
り
｡
(
空

一
二
九



〓
二
〇

様
々
な
も
の
の
う
ち
の
一
つ

(
即
ち
(
一
法
)
)

に
通
ず
れ
ば
､
一
切
(
即
ち
(
方
法
)
)

に
通
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は

そ
の
も
の
の
そ
れ
ま
で
の
あ
り
方
を
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
い
｡
そ
れ
を
他
の
も
の
と
村
立
さ
せ
る
訳
で
も
な
く
､
村
立
さ
せ
な
い

わ
け
で
も
な
い
｡
村
立
さ
せ
な
い
こ
と
は
か
え
っ
て
相
擬
げ
る
こ
と
に
な
る
､
と
言
う
｡

即
ち
､
個
々
の
存
在
者
は
そ
れ
と
し
て
あ
り
な
が
ら
､
そ
の
一
つ
一
つ
が
一
切
を
尽
く
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
､
ま
た
そ
れ
ら
の
存
在

者
は
一
切
の
下
で
擬
げ
合
わ
ず
､
調
和
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
一
即
一
切
の
関
係
が
説
か
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ

の
こ
と
が
､
正
に
引
用
⑤
に
お
い
て
､
〈
父
母
所
生
の
面
目
あ
り
､
父
母
未
生
の
面
目
あ
り
〉
と
二
つ
の
面
目
が
併
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
の
具
体
的
な
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
即
ち
､
世
界
は
人
を
し
て
差
別
相
を
招
来
せ
し
め
つ
つ
一
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
｡
要
す

る
に
､
道
元
が
こ
の
｢
画
餅
｣
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
(
画
)
と
い
う
の
は
､
(
真
実
相
)
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
訳
で
あ
る
｡
(
空

こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
｡
何
故
な
ら
ば
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
(
画
餅
)
と
は
祖
師
(
仏
)

の
言
葉
を
意
味
す
る

か
ら
で
あ
り
､
道
元
の
論
に
お
い
て
は
(
画
す
る
)
者
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
仏
で
し
か
な
い
虻
そ
し
て
､
仏
の
説
法
は
(
真
実

相
)
を
開
示
し
､
そ
の
(
真
実
相
)
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
衆
生
は
成
仏
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
餅
で
あ
れ
ば
餅
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
仏

が
描
か
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡
実
際
､
道
元
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
｡

⑩
仏
を
画
す
る
に
は
泥
念
土
塊
を
も
ち
ゐ
る
の
み
に
あ
ら
ず
､
三
十
二
相
を
も
ち
ゐ
る
､
一
茎
草
を
も
ち
ゐ
る
､
三
祇
百
劫
の
薫
修
を
も

ち
ゐ
る
｡
か
く
の
ご
と
く
し
て
､
壱
軸
の
画
仏
を
図
し
き
た
れ
る
が
ゆ
ゑ
に
､
一
切
諸
仏
は
み
な
画
仏
な
り
｡
一
切
画
仏
は
み
な
諸
仏

な
り
｡
画
仏
と
画
餅
と
損
点
す
べ
し
｡
(
空

(
泥
食
土
塊
)
は
､
(
泥
食
)
が
泥
で
作
っ
た
､
仏
像
を
安
置
す
る
厨
子
で
あ
り
､
(
土
塊
)
は
文
字
通
り
土
の
塊
で
あ
る
｡
人
三
十
二

相
)
は
釈
迦
が
具
え
て
い
た
と
さ
れ
る
容
姿
の
一
二
十
二
の
特
徴
で
あ
る
｡
(
一
茎
草
)
は
､
釈
迦
が
地
を
指
し
て
｢
こ
こ
へ
寺
院
を
建
て



よ
｣
と
言
っ
た
と
こ
ろ
､
帝
釈
天
が
一
本
の
草
を
差
し
た
と
い
う
故
事
に
基
づ
い
て
い
る
｡
(
ご
(
三
祇
百
劫
)
は
菩
薩
が
成
仏
す
る
た
め

に
か
け
る
長
い
時
間
の
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
も
の
を
用
い
な
が
ら
､
(
壱
軸
の
画
仏
)
を
措
い
て
来
た
､
と
言
う
｡
そ
の
た
め
､
一

切
の
仏
は
(
画
仏
)
(
絵
に
描
い
た
仏
)

で
あ
り
､
一
切
の
(
画
仏
)
こ
そ
が
諸
々
の
仏
で
あ
る
と
い
う
｡
そ
し
て
､
道
元
は
こ
こ
で
､

こ
の
(
画
仏
)
と
(
画
餅
)
と
を
比
べ
､
よ
く
調
べ
て
み
ろ
と
言
っ
て
い
る
｡

こ
の
こ
と
は
､
仏
が
(
画
す
る
)
こ
と
に
よ
っ
て
(
真
実
相
)
が
開
示
さ
れ
成
仏
の
体
験
が
も
た
ら
さ
れ
る
､
即
ち
仏
が
措
か
れ
る
と

い
う
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
､
一
切
の
(
真
実
相
)
が
(
画
)
=
｢
一
即
一
切
｣
で
あ
れ
ば
､
仏
も
(
画
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
(
空

道
元
は
こ
の
一
即
一
切
の
関
係
か
ら
､
(
画
餅
)
の
性
質
に
つ
い
て
の
論
を
次
の
よ
う
に
展
開
さ
せ
る
｡

⑪
不
充
飢
と
い
ふ
は
､
飢
は
十
二
時
便
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
､
画
餅
に
相
見
す
る
便
宜
あ
ら
ず
｡
画
餅
を
喫
著
す
る
に
､
つ
ひ
に
飢
を
や
む
る

功
な
し
｡
飢
に
相
得
せ
ら
る
､
餅
な
し
｡
餅
に
相
得
せ
ら
る
､
餅
あ
ら
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
､
活
計
っ
た
は
れ
ず
､
家
風
っ
た
は
れ
ず
｡
(
空

(
十
二
時
)
と
は
､
我
々
が
普
通
に
考
え
る
時
間
の
こ
と
で
あ
る
｡
(
十
二
時
便
に
あ
ら
ず
)
と
は
､
そ
の
時
間
に
使
わ
れ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
だ
か
ら
､
こ
こ
で
は
(
飢
)
が
時
間
の
推
移
の
う
ち
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
す
つ
い
う

(
飢
)
は
(
画
餅
)
に
出
会
う
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
｡
(
空
何
故
な
ら
ば
､
(
飢
)
は
(
餅
)
と
村
立
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
ま

た
(
餅
)
と
対
立
す
る
(
餅
)
も
な
い
と
い
う
｡
(
3
1
)

こ
れ
ま
で
の
個
々
が
一
切
を
尽
く
す
と
い
う
考
察
と
合
わ
せ
考
え
れ
ば
､
こ
の
こ
と
は
(
飢
)
の
時
は
(
飢
)
の
み
で
余
物
な
く
､

(
餅
)
の
時
は
(
餅
)
の
み
で
余
物
な
き
が
故
に
､
(
飢
)
と
(
餅
)
が
､
あ
る
い
は
あ
る
(
餅
)
と
他
の
(
餅
)
と
が
相
対
す
る
こ
と
が

出
来
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
｡

一
三
一



一
三
二

こ
こ
か
ら
世
界
が
(
画
)
､
(
画
図
)
で
あ
る
と
い
う
第
二
の
理
由
が
明
ら
か
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
つ
ま
り
(
真
実
相
)
に
お

い
て
は
､
あ
ら
ゆ
る
餅
は
飢
と
相
対
し
､
飢
を
充
た
す
こ
と
が
出
来
な
い
が
故
に
(
不
充
飢
)
で
あ
っ
て
､
そ
の
意
味
で
(
画
餅
)
(
絵

に
描
い
た
餅
)

で
あ
る
訳
で
あ
る
｡

第
二
章

(
転
物
物
転
の
功
徳
)
と
《
色
裡
に
膠
膳
あ
ら
ず
》

前
章
に
お
い
て
､
我
々
は
(
画
す
る
)
真
の
主
体
に
つ
い
て
は
判
断
を
留
保
し
た
が
､
こ
こ
で
そ
の
間
題
を
考
え
て
み
た
い
｡

⑲
米
麺
を
も
ち
ゐ
て
作
法
せ
し
む
る
正
当
悠
磨
､
か
な
ら
ず
し
も
生
不
生
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
､
現
成
道
成
の
時
節
な
り
｡
〈
望

〈
正
当
悠
塵
》
と
は
｢
正
当
悠
塵
時
｣
の
こ
と
で
あ
り
､
正
に
(
真
実
相
)
と
し
て
の
(
画
)
が
成
立
す
る
時
を
示
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
が
､
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
《
米
麺
を
も
ち
ゐ
て
作
法
せ
し
む
る
〉
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
何
者
が
何
者
を
し
て
作
法

せ
し
む
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

⑬
し
ば
ら
く
這
箇
は
画
餅
な
る
こ
と
を
参
学
す
べ
し
｡
こ
の
宗
旨
を
参
学
す
る
と
き
､
い
さ
､
か
転
物
物
転
の
功
徳
を
身
心
に
究
尽
す
る

な
り
｡
こ
の
功
徳
い
ま
だ
現
前
せ
ざ
る
が
ご
と
き
は
､
学
道
の
力
量
い
ま
だ
現
成
せ
ざ
る
な
り
｡
こ
の
功
徳
を
現
成
せ
し
む
る
､
証
画

現
成
な
り
｡
(
乃
)



(
這
箇
)
と
は
近
く
の
も
の
を
指
す
指
示
代
名
詞
で
あ
る
が
､
転
じ
て
自
己
自
身
を
指
す
｡
即
ち
､
自
分
自
身
が
画
餅
そ
の
も
の
で
あ

る
こ
と
を
学
べ
と
言
っ
て
い
る
｡
こ
の
旨
を
参
学
す
る
時
に
は
､
(
転
物
物
転
の
功
徳
)
を
身
心
に
極
め
尽
く
す
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
｡

そ
の
功
徳
が
現
前
し
て
こ
そ
(
証
画
)
即
ち
､
｢
悟
り
の
絵
｣
が
現
成
す
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
(
転
物
物
転
)
と
い
う
の
は
､
物
を
転
じ
､
物
に
転
ぜ
ら
れ
る
様
を
言
う
の
で
あ
る
か
ら
､
(
証
画
現
成
)
の
た
め
に
は
､
物
に

働
き
掛
け
る
と
同
時
に
物
に
働
き
掛
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
そ
う
で
あ
れ
ば
､
(
証
画
現
成
)
の
時
に
は
､
何

者
か
が
何
者
か
を
し
て
作
法
せ
し
め
る
と
い
う
よ
り
は
､
も
は
や
何
者
が
能
動
で
何
者
が
受
動
と
は
言
う
こ
と
が
出
来
な
い
境
地
に
至
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
こ
で
道
元
の
説
法
に
村
す
る
基
本
的
な
考
え
方
を
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
が
､
彼
は
｢
仏
性
｣
に
お
い
て
は
(
悉
有
)
が
(
衆
生
)

で
あ
り
(
仏
性
)
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
一
切
が
成
仏
し
て
仏
と
な
る
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
､
仏
と
し
て
他
に
説
法
す
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
(
空
こ
の
こ
と
は
､
釈
迦
は
自
ら
が
成
道
し
た
と
き
(
大
地
有
情
同
時
成
道
)
し
た
と
し
た

り
､
(
空
｢
山
水
経
｣
や
｢
渓
声
山
色
｣
に
お
い
て
山
川
草
木
の
類
が
全
て
説
法
し
て
い
る
と
し
て
い
る
彼
の
主
張
か
ら
も
裏
付
け
得
る
も

の
で
あ
る
｡
そ
う
で
あ
れ
ば
､
た
だ
山
河
を
眺
め
て
い
れ
ば
説
法
を
聞
き
成
仏
出
来
る
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
一

方
で
道
元
は
(
正
師
)
の
説
法
を
聞
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
｡
(
空
こ
の
(
正
師
)
と
い
う
概
念
は
､
嫡
々
相
承
の
教
え
の
み
が

正
し
い
仏
法
(
(
正
法
)
)
で
あ
り
､
自
ら
の
法
系
こ
そ
が
正
統
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
町
ち
､
こ

れ
は
人
の
仏
の
説
法
を
聞
か
ね
ば
成
仏
に
は
至
ら
な
い
と
道
元
が
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
で
は
い
っ
た
い
､
道
元
の
思

想
に
お
い
て
､
山
川
草
木
の
説
法
と
人
の
説
法
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

我
々
は
嘗
て
(
蔵
身
)
な
ど
の
概
念
を
手
掛
か
り
に
し
て
､
師
か
ら
弟
子
へ
の
伝
法
の
時
､
あ
る
一
つ
の
説
法
は
､
一
切
と
の
呼
応
関

係
の
う
ち
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
｡
即
ち
､
一
つ
の
説
法
は
誰
が
説
き
誰
が
説
か
れ
る
と
い
う
区
別
な
し
に
説
い
て
､
一
切

を
成
仏
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
訳
で
あ
る
｡
(
1
7
)
そ
し
て
､
こ
の
引
用
⑬
で
言
わ
れ
る
(
転
物
物
転
)
と
い
う
の
も
､
人
の
仏
が

一
三
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一
切
と
の
無
差
別
の
う
ち
烏
一
切
と
共
同
し
て
説
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
仏
は
一
切
に
働
き
掛
け
ら
れ
つ
つ
働
き
掛

け
､
一
切
と
し
て
(
証
画
)
を
描
く
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
｡
そ
の
意
味
で
､
(
這
箇
は
画
餅
〉
と
な
る
訳
で
あ
る
｡
即
ち
､
も
は
や

何
者
が
真
の
主
体
で
あ
る
か
を
問
う
こ
と
は
出
来
な
い
境
地
に
お
い
て
､
(
証
画
現
成
)
は
な
さ
れ
る
訳
で
あ
る
｡

こ
の
主
客
合
一
に
つ
い
て
､
道
元
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
｡

⑩
芭
蕉
は
､
地
水
火
風
空
､
心
意
識
智
慧
を
根
茎
枝
葉
､
花
果
光
色
と
せ
る
ゆ
ゑ
に
､
秋
風
を
帯
し
て
秋
風
に
や
ぶ
る
｡
の
こ
る
一
塵

な
し
､
浄
潔
と
け
ひ
ぬ
べ
し
｡
眼
真
に
筋
骨
な
し
､
色
裡
に
膠
胸
あ
ら
ず
｡
(
彗

文
中
の
(
地
水
火
風
空
)
と
(
心
意
識
智
慧
)
と
は
対
置
さ
れ
た
場
合
に
は
､
そ
れ
ぞ
れ
前
者
が
客
観
を
示
し
後
者
が
主
観
を
示
す

と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
を
〈
根
茎
枝
葉
､
花
果
光
色
と
せ
る
〉
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
､
主
観
と
客
観
は
対
立
せ
ず
､
両
者
と
も
た
だ

芭
蕉
に
な
り
切
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
た
め
に
〈
秋
風
を
帯
し
て
秋
風
に
や
ぶ
る
〉
と
い
う
｡

こ
れ
は
推
察
す
る
に
､
秋
風
が
吹
き
､
芭
蕉
が
散
り
ゆ
く
時
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
｡
先
ず
､
こ
の
画
図
と
し
て
の
芭
蕉
は
一
切
を
尽

く
す
の
で
あ
る
か
ら
､
秋
風
を
内
に
含
む
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
秋
風
が
や
っ
て
く
れ
ば
､
一
切
は
秋
風
と
な
っ
て
､
芭
蕉

は
跡
形
も
な
い
｡
こ
れ
を
道
元
は
(
の
こ
る
一
塵
な
し
､
浄
潔
と
い
ひ
ぬ
べ
し
〉
と
評
す
る
の
で
あ
る
｡

(
眼
真
に
筋
骨
な
し
〉
と
い
う
の
は
､
眼
に
筋
や
骨
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
､
主
観
の
側
に
凝
り
固
ま
っ
た
も
の
が
全
く
な
い
こ
と
を

示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
〈
色
裡
に
膠
嫡
あ
ら
ず
〉
と
い
う
の
は
､
(
色
)
と
い
う
の
は
仏
教
思
想
に
お
い
て
は
(
心
)
(
主
観
)

に
対
す

る
客
観
を
表
す
｡
ま
た
(
膠
胸
)
と
い
う
の
は
､
色
を
固
め
る
た
め
に
絵
の
具
の
中
に
入
れ
る
膠
で
あ
る
｡
(
空
よ
っ
て
､
客
観
の
方
に

も
固
ま
っ
た
も
の
は
な
い
訳
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
､
こ
こ
の
箇
所
の
最
初
に
主
客
の
対
立
の
な
い
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､

こ
の
最
後
の
一
文
は
前
段
の
(
眼
裏
)
の
問
題
と
後
段
の
(
色
裡
)
の
問
題
で
は
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
｡
即
ち
､
一
切



は
浄
潔
な
ま
で
に
流
動
的
で
無
常
な
も
の
で
あ
る
訳
で
あ
る
｡

こ
の
引
用
⑯
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
､
本
来
(
画
)
で
あ
る
一
切
が
､
主
客
合
一
を
介
し
て
描
き
直
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
｡
即
ち
､
(
真
実
相
)
か
ら
(
真
実
相
)

へ
と
描
き
直
さ
れ
る
訳
で
あ
る
｡
更
に
は
､
そ
の
よ
う
に
描
き
直
さ
れ
る
べ
く
あ
る
と

い
う
こ
と
は
､
一
切
は
徹
底
し
て
無
常
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
も
､
道
元
の
基
本
姿
勢
で
あ
る
｢
修
証
一
等
｣
か
ら

し
て
､
そ
れ
は
一
度
描
き
直
す
の
み
で
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
あ
る
ま
い
｡

⑮
そ
れ
､
修
証
は
ひ
と
つ
に
あ
ら
ず
と
お
も
へ
る
､
す
な
は
ち
外
道
の
見
な
り
｡
仏
法
に
は
､
修
証
こ
れ
一
等
な
り
｡
(
中
略
)
す
で
に

修
の
証
な
れ
ば
､
証
に
き
は
な
く
､
証
の
修
な
れ
ば
､
修
に
は
じ
め
な
し
｡
(
中
略
)
し
る
べ
し
､
修
を
は
な
れ
ぬ
証
を
染
汚
せ
ざ
ら

し
め
ん
が
た
め
に
､
仏
祖
し
き
り
に
修
行
の
ゆ
る
く
す
べ
か
ら
ざ
る
と
を
し
ふ
｡
(
4
0
)

つ
ま
り
､
終
局
と
し
て
の
(
証
)
(
悟
り
)

が
あ
っ
て
､
そ
れ
に
向
か
う
手
段
と
し
て
の
(
修
)
(
修
行
)

が
あ
る
と
す
る
考
え
方
を
道

元
は
(
外
道
の
見
)
で
あ
る
と
し
て
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
彼
に
言
わ
せ
れ
ば
､
(
修
)
と
(
証
)
は
一
体
で
あ
る
､
即
ち
(
証
)

と
し
て
の
(
修
)
､
(
修
)
と
し
て
の
(
証
)
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
､
(
証
)
の
体
験
は
(
修
)
の
只
中
に
し
か
な
い
｡
我
々
は
た
だ
絶

え
ず
(
修
)
し
つ
つ
､
(
証
)
し
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

そ
う
で
あ
れ
ば
､
あ
る
一
つ
の
(
真
実
相
)
と
し
て
の
(
画
)
を
唯
一
究
極
の
も
の
と
し
て
､
そ
れ
に
留
ま
ろ
う
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は

(
画
)
を
(
染
汚
)
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
｡
⑩
と
⑮
が
示
す
こ
と
は
､
個
々
の
｢
絵
｣
は
無
常
で
あ
っ
て
､
我
々
が
執
着
す
る
こ
と
を
許

さ
ぬ
ば
か
り
で
は
な
く
､
常
に
描
き
変
え
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
こ
と
は
､
世
界
が
(
画
)
で
あ
る
と
さ
れ
る
第
三
の
理
由
で
も
あ
る
が
､
同
時
に
､
(
画
)
と
し
て
の
世
界
に
お
い
て
(
画
す
る
)

こ
と
を
人
に
促
す
理
由
で
も
あ
る
｡
即
ち
､
世
界
は
描
か
れ
つ
つ
あ
る
(
画
)
と
し
て
あ
る
の
で
あ
り
､
そ
れ
を
一
切
と
の
共
同
に
よ
っ

一
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て
描
き
行
く
こ
と
は
我
々
に
と
っ
て
当
為
で
あ
る
の
で
あ
る
｡
我
々
は
常
に
(
真
実
相
)
を
開
示
さ
せ
続
け
る
べ
く
努
め
ね
ば
な
ら
な
い

訳
で
あ
る
｡
(
4
1
)

第
三
章

(
充
飢
の
薬
)

さ
て
､
前
章
ま
で
で
､
何
ゆ
え
に
世
界
が
(
画
)
で
あ
る
の
か
､
ま
た
そ
の
世
界
に
お
い
て
何
ゆ
え
に
(
画
せ
)
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
､

あ
る
い
は
(
画
す
る
)
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
一
応
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
｡
こ
こ
で
､
序
に
お
い
て
も

触
れ
た
(
画
餅
)
の
持
つ
(
充
飢
の
薬
)
に
つ
い
て
考
え
た
い
｡

⑯
し
か
あ
れ
ば
す
な
は
ち
､
画
餅
に
あ
ら
ざ
れ
ば
充
飢
の
薬
な
し
､
画
飢
に
あ
ら
ざ
れ
ば
人
に
相
逢
せ
ず
｡
画
充
に
あ
ら
ざ
れ
ば
力
量
あ

ら
ざ
る
な
り
｡
(
望

こ
れ
は
序
に
お
い
て
あ
げ
た
､
引
用
④
と
そ
れ
に
続
く
部
分
で
あ
る
｡
(
人
に
相
逢
す
)
と
は
言
わ
ば
成
仏
の
こ
と
で
あ
り
､
(
力
量
)

も
成
仏
す
る
力
を
意
味
す
る
｡
よ
っ
て
､
(
画
餅
)
で
な
け
れ
ば
飢
え
を
充
た
す
力
は
な
い
と
し
た
上
で
､
(
画
飢
)
(
絵
に
描
い
た
(
飢
)
)

や
(
画
充
)
(
絵
に
描
い
た
(
充
)
)
を
以
て
し
て
で
な
け
れ
ば
成
仏
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
､
第
一
章
で
見
た
道
元
の
言
葉
に
よ
れ
ば
､
一
即
一
切
的
世
界
に
お
い
て
は
､
(
餅
)
と
(
飢
)
は
対
立
し
な
い
｡
よ
っ
て
､

(
餅
)
と
(
飢
)
が
出
会
っ
て
(
飢
)
が
充
た
さ
れ
る

(
(
充
飢
)
)

と
い
う
こ
と
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
｡
そ
う
す
る
と
､
こ
の
引

用
⑯
は
矛
盾
を
引
き
起
し
て
い
る
か
に
見
え
る
｡

し
か
し
､
我
々
が
見
て
来
た
よ
う
に
､
道
元
は
(
画
)
に
よ
っ
て
成
仏
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
､
即
ち
(
画
仏
)
を
説
い
て
い
る
の
で
あ



る
｡
そ
の
意
味
で
､
(
画
餅
)
は
(
充
飢
)
(
成
仏
)

の
体
験
を
も
た
ら
す
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
だ
､
道
元
の
論
理
に
お
い
て

は
一
切
が
(
画
)
で
あ
る
た
め
､
(
飢
)
や
(
充
)
も
措
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
描
か
れ
た
(
飢
)
を
も
っ
て
仏
法
を
求
め
､
描

く
こ
と
に
よ
っ
て
成
仏
す
る
､
即
ち
(
画
充
)
を
得
る
訳
で
あ
る
｡
で
は
､
(
不
充
飢
)
に
よ
っ
て
彼
が
何
を
意
図
し
て
い
る
か
と
言
え

ば
､
(
飢
)
や
(
餅
)
(
あ
る
い
は
(
充
)
)
が
分
離
､
村
立
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
訳
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
(
画
)
と

し
て
表
さ
れ
る
悟
り
の
世
界
(
一
即
一
切
の
世
界
)

に
お
い
て
は
､
(
飢
)
で
あ
る
と
こ
ろ
の
(
餅
)
､
(
飢
)
で
あ
る
と
こ
ろ
の
(
充
)

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
ち
ょ
う
ど
そ
れ
は
､
(
修
)
と
(
証
)
･
と
の
二
見
の
否
定
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
(
飢
)
即
(
充
)
の
局
面
に
お
い
て
は
､
(
画
餅
)
は
(
充
飢
)
で
も
(
不
充
飢
)
で
も
よ
い
こ
と
に
な
る
｡
仏
の
(
画
)

が
あ
っ
て
初
め
て
(
真
実
相
)
が
衆
生
に
開
示
さ
れ
る
､
即
ち
成
仏
が
達
成
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
､
(
画
餅
)
は
(
充
飢
)
で
あ
る
｡

だ
が
､
そ
の
(
真
実
相
)
の
開
示
(
(
証
画
現
成
)
)
は
､
｢
充
た
す
｣
-
｢
充
た
さ
れ
る
｣
の
関
係
が
失
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
達
成
さ
れ
る
｡

し
か
も
そ
の
(
証
画
)
で
あ
っ
て
も
､
実
体
祝
し
執
着
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
｡
主
客
合
一
的
に
描
き
ゆ
く
最
中
に
こ
そ
(
証
画
)
は

現
成
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
は
(
不
充
飢
)
な
の
で
あ
る
｡

結語道
元
の
(
画
)
あ
る
い
は
(
画
図
)
と
し
て
の
世
界
観
に
つ
い
て
､
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
次
の
こ
と
で
あ
る
｡

先
ず
､
人
が
(
画
す
る
)
こ
と
に
よ
り
､
無
差
別
の
(
父
母
未
生
)
の
世
界
に
(
父
母
所
生
)
の
差
別
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
｡
そ
し

て
､
(
真
実
相
)
は
(
父
母
未
生
)
即
(
父
母
所
生
)
､
即
ち
一
即
一
切
と
し
て
開
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
｡
そ
の
た
め
､
(
飢
)
の
時
は

(
飢
)
の
み
､
(
餅
)
の
時
は
(
餅
)
の
み
で
(
不
充
飢
)
で
あ
る
と
い
う
こ
と
｡
更
に
は
､
世
界
は
無
常
で
あ
り
執
着
す
る
こ
と
が
出
来

一
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な
い
と
同
時
に
､
常
に
描
き
直
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
｡
以
上
の
意
味
か
ら
､
一
切
は
(
画
)
の
ご
と
く
(
不
充
飢
)
で

あ
る
が
､
(
画
)
を
通
し
て
の
み
(
真
実
相
)
の
開
示
が
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
(
充
飢
)
で
あ
る
と
い
う
こ
と
､
で
あ
る
｡

道
元
が
こ
の
｢
画
餅
｣

の
巻
に
お
い
て
展
開
し
よ
う
と
し
た
の
は
､
仏
典
等
に
示
さ
れ
た
晴
々
相
承
の
正
師
の
.
教
え
を
尊
重
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
｡
引
用
①
に
お
い
て
も
触
れ
た
よ
う
に
､
禅
門
に
お
い
て
は
｢
教
外
別
伝
｣
な
ど
と
言
う
よ
う
に
､
祖
師
達

の
､
特
に
文
字
に
記
さ
れ
た
教
え
を
軽
視
し
ょ
う
と
す
る
傾
向
が
一
方
で
あ
る
訳
で
あ
る
｡
(
空
こ
れ
は
､
一
切
を
得
る
こ
と
が
大
悟

(
成
仏
)

で
あ
る
と
さ
れ
る
一
方
で
､
文
字
は
そ
の
部
分
し
か
示
さ
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
道
元
自
身

も
､
一
切
と
し
て
の
(
真
実
相
)
を
得
る
こ
と
が
成
仏
で
あ
る
と
認
め
る
と
と
も
に
､
説
法
と
い
う
も
の
が
差
別
を
も
た
ら
す
も
の
､
即

ち
他
と
区
別
さ
れ
た
存
在
者
を
切
り
出
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
｡
に
も
関
わ
ら
ず
､
彼
は
正
師
の
説
法
を
聞
か
ね
ば
な
ら
な

い
と
す
る
｡
何
故
な
ら
ば
彼
の
論
理
に
お
い
て
は
､
先
ず
第
一
に
､
(
真
実
相
)
は
人
の
仏
が
一
切
に
参
じ
､
一
切
と
主
客
合
一
的
に
説

く
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
開
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
も
(
父
母
所
生
の
面
目
)
を
招
来
す
る
人
の
仏
の
説
法
は
､
(
真

実
相
)
を
過
不
足
な
く
開
示
し
得
る
の
で
あ
る
｡
何
故
な
ら
ば
､
一
切
と
の
呼
応
関
係
の
う
ち
に
説
法
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
､
(
一
法
絶

通
方
法
通
〉
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
､
そ
れ
は
小
な
る
一
で
あ
り
な
が
ら
､
大
な
る
一
を
含
む
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
道
元
の
意
図
か
ら
す
れ
ば
､
(
画
)
は
世
界
の
ハ
真
実
相
)
の
一
例
で
あ
り
､
そ
れ
を
開
示
す
る
説
法
の
一
例
で
も
あ
る
｡
(
朝
)

そ
う
で
あ
れ
ば
､
こ
の
(
画
)
は
そ
の
ま
ま
で
は
蛮
術
の
問
題
と
は
直
接
的
な
つ
な
が
り
は
な
い
｡
し
か
し
､
我
々
の
主
題
で
あ
る
｢
説

法
と
し
て
の
蛮
術
作
品
｣
の
研
究
､
即
ち
宇
宙
論
的
真
実
を
開
示
す
る
蛮
術
作
品
の
研
究
に
お
い
て
は
､
こ
の
道
元
の
(
画
)
を
蛮
術

の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
不
当
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
｡
し
か
も
､
(
画
)
そ
れ
自
体
が
説
法
の
一
例
で
あ
る
な
ら
ば
､
(
画
餅
)
の

問
題
を
宇
宙
論
的
な
枠
組
み
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
一
つ
の
画
論
と
し
て
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
｡

そ
の
よ
う
な
観
点
の
も
と
で
､
今
絵
画
を
例
に
取
り
垂
術
の
問
題
を
考
え
る
な
ら
ば
､
先
ず
我
々
が
日
頃
常
識
的
に
考
え
て
い
る
虚
実



の
対
立
が
無
意
味
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
例
え
ば
我
々
は
､
い
わ
ゆ
る
｢
現
実
｣
と
､
絵
画
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
｢
虚
構
｣

と
を
し
ば
し
ば
村
置
し
て
考
え
る
｡
し
か
し
､
｢
現
実
｣
も
我
々
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
､
そ
れ
は
絵
画
と
同
じ

く
｢
虚
構
｣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
そ
し
て
､
(
真
実
相
)
は
(
画
す
る
)
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
実
現
さ
れ
る

と
す
れ
ば
､
我
々
が
そ
の
(
真
実
相
)
に
出
会
う
の
は
､
｢
現
実
｣
と
｢
虚
構
｣
の
無
差
別
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

そ
し
て
､
あ
る
画
家
が
そ
の
(
真
実
相
)
を
開
示
す
る
絵
､
即
ち
(
証
画
)
を
描
き
切
っ
た
場
合
を
考
え
る
な
ら
ば
､
そ
れ
は
限
定
さ

れ
た
一
幅
の
内
に
お
け
る
出
来
事
で
あ
り
な
が
ら
､
一
切
を
新
た
に
描
き
出
す
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
｡
即
ち
､
一
切
に
新

た
な
位
置
づ
け
を
与
え
た
こ
と
に
な
る
｡
何
故
な
ら
ば
､
そ
れ
が
(
証
画
)
で
あ
る
以
上
､
画
家
は
一
切
と
の
対
話
の
う
ち
に
描
き
出
し

た
か
ら
で
あ
る
｡
よ
っ
て
､
こ
の
画
家
が
(
証
画
)
を
描
き
切
っ
た
と
い
う
事
態
は
､
一
切
が
一
切
自
身
を
再
生
さ
せ
る
た
め
に
画
家
に

働
き
掛
け
て
そ
れ
を
描
か
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
も
言
え
る
｡
そ
の
意
味
で
は
､
(
証
画
)
は
一
切
の
作
品
で
あ
る
と
い
､
つ
こ
と
に
な

る
｡
し
か
し
､
こ
の
(
証
画
)
の
出
来
は
主
客
合
一
に
お
い
て
､
即
ち
能
動
受
動
の
転
換
あ
る
い
は
無
差
別
に
お
い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
､
画
家
の
立
場
が
無
意
味
に
な
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
｡
画
家
の
弛
ま
ざ
る
参
与
が
な
け
れ
ば
､
一
切
は
(
染
汚
)
す
る
こ
と
に

な
る
､
即
ち
そ
の
真
実
の
あ
り
方
と
し
て
の
一
即
一
切
を
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

一
方
､
こ
の
一
切
と
の
呼
応
関
係
や
主
客
合
一
の
無
差
別
相
を
考
え
れ
ば
､
(
証
画
)
を
(
証
画
)
と
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
自
体
､

｢
一
切
を
描
く
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
画
家
は
一
切
と
共
に
描
く
の
で
あ
り
､
描
く
こ
と
と
見
る
こ
と
が
一
つ
の
.
事
態
と

な
る
か
ら
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
享
受
そ
れ
自
体
が
世
界
の
再
生
を
も
た
ら
す
営
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
こ
と
か
ら
先
の
虚
実
の
無
意
味
化
の
問
題
に
立
ち
返
っ
て
み
よ
う
｡
引
用
④
に
あ
る
よ
う
な
(
お
ほ
よ
そ
法
界
虚
空
､
い
づ
れ
も

画
図
に
あ
ら
ざ
る
な
し
〉
な
ど
と
い
う
言
葉
は
､
我
々
を
不
安
に
陥
れ
る
か
も
知
れ
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
そ
の
よ
う
な
虚
実
の
捉
え

方
が
､
そ
も
そ
も
誤
り
で
あ
る
の
で
あ
る
｡
蛮
術
の
体
験
を
こ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
考
え
る
な
ら
ば
､
我
々
は
作
品
を
制
作
し
た
り
鑑
賞
し

た
り
す
る
こ
と
を
通
し
て
､
唐
に
そ
の
作
品
を
仲
立
ち
と
し
て
､
一
切
と
自
己
と
の
関
係
を
問
い
直
し
､
一
切
の
下
で
自
他
を
位
置
づ
け

一
三
九



一
四
〇

直
す
と
い
う
作
業
を
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
我
々
が
(
真
実
相
)
に
出
会
う
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
作

業
を
通
し
て
の
み
で
し
か
な
い
｡

我
々
の
研
究
は
､
世
界
の
真
実
相
､
即
ち
｢
一
即
一
切
｣
を
開
示
す
る
も
の
と
し
て
の
｢
説
法
と
し
て
の
蛮
術
作
品
｣
を
考
察
せ
ん
と
す
る
も

の
で
あ
る
｡

そ
の
構
想
は
､
既
に
r
美
学
｣
第
四
七
巻
四
号
〓
八
八
号
､
美
学
会
編
､
一
九
九
七
年
)
掲
載
の
拙
論
｢
道
元
に
お
け
る
説
法
と
成
道
｣

(
二
五
⊥
二
五
頁
) に

お
い
て
も
触
れ
た
よ
う
に
､
蛮
術
家
が
宇
宙
全
体
と
の
調
和
的
関
係
の
う
ち
に
一
即
一
切
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
美

の
体
験
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
成
立
す
る
と
す
る
岡
倉
天
心
の
主
張
に
示
唆
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
そ
れ
は
､
美
の
基
礎
を
一
即
一

切
と
し
､
一
即
一
切
を
見
る
こ
と
､
あ
る
い
は
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
あ
る
種
の
安
心
の
ご
と
き
も
の
を
西
洋
的
な
美
や
蛮
術
の
体
験
に
対
照

す
べ
き
も
の
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
と
言
え
る
｡

そ
こ
で
我
々
は
一
即
一
切
の
代
表
的
思
想
家
と
目
さ
れ
る
永
平
道
元
(
一
二
〇
〇
～
一
二
五
二
年
)

の
思
想
の
考
察
に
着
手
す
る
の
で
あ
る

が
､
彼
は
法
華
経
の
一
節
(
一
切
菩
薩
阿
蒋
多
羅
三
薇
三
菩
提
､
皆
属
此
経
｡
此
経
開
方
便
門
､
示
真
実
相
)
を
借
り
な
が
ら
(
水
野
弥
穂
子

校
注
r
正
法
眼
蔵
｣
二
)

～
(
四
)
､
岩
波
文
庫
､
一
九
九
二
～
一
九
九
三
年
[
一
九
九
〇
～
一
九
九
三
年
第
一
刷
]

の
(
二
)
四
三
九
頁
｡

水
野
r
限
蔵
｣
は
以
降
､
巻
数
の
み
で
示
す
｡
尚
､
引
用
文
の
括
弧
､
読
み
仮
名
は
必
ず
し
も
本
書
に
は
従
っ
て
い
な
い
)
､
仏
の
説
法
は
世
界

の
(
真
実
相
)
を
開
示
す
る
と
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
(
真
実
相
)
を
見
る
こ
と
が
(
成
道
)
で
あ
り
､
仏
と
な
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る

(
(
二
)
四
四
一
､
四
四
二
頁
)
｡
前
掲
拙
論
に
お
い
て
､
我
々
は
｢
枯
華
微
笑
｣
の
公
案
に
対
す
る
道
元
の
解
釈
を
取
り
扱
っ
た
｡
こ
の
公
案
の

内
容
は
､
釈
迦
が
多
く
の
人
々
の
前
で
花
を
摘
み
取
っ
た
(
(
砧
華
)
し
た
)
時
､
一
人
､
弟
子
の
摩
詞
迦
葉
だ
け
が
に
こ
り
と
笑
っ
た
と
い
う

も
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
(
拙
筆
)
そ
れ
自
体
が
説
法
で
あ
り
､
迦
葉
が
そ
れ
を
理
解
し
､
法
を
授
け
ら
れ
た
故
事
で
あ
る
と
一
般
に
解
釈
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
｡
我
々
は
道
元
が
こ
の
(
拙
筆
)
を
(
花
枯
華
)
､
(
華
成
道
)
､
(
華
枯
)
な
ど
と
展
開
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
､
か
つ
ま
た
彼

が
(
悉
有
)
即
ち
一
切
が
(
仏
性
)
で
あ
る
と
し
､
釈
迦
は
一
切
と
と
も
に
成
遺
し
た
(
(
大
地
有
情
同
時
成
道
)
し
た
)
と
し
て
い
る
こ
と
を

踏
ま
え
て
､
次
の
結
論
に
至
っ
た
｡
即
ち
､
一
つ
の
説
法
(
(
真
実
相
)
の
開
示
)

に
よ
る
仏
か
ら
弟
子
へ
の
伝
法

-

仏
の
導
き
に
よ
る
弟
子

の
成
仏

-

は
､
一
切
と
の
呼
応
関
係
の
う
ち
に
､
誰
が
説
き
誰
が
説
か
れ
る
と
い
う
区
別
な
く
説
い
て
､
一
切
を
成
通
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

達
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
も
､
そ
の
時
開
示
さ
れ
る
(
真
実
相
)
と
は
､
一
即
一
切
に
他
な
ら
な
い
｡

こ
れ
を
例
え
ば
､
花
を
活
け
る
際
の
活
け
手
と
花
と
鑑
賞
者
と
の
関
係
に
照
ら
し
て
み
る
な
ら
ば
､
花
を
切
り
活
け
る
と
い
う
こ
と
も
､
ま
た



そ
れ
を
見
る
と
い
う
こ
と
も
､
花
ば
か
り
で
な
く
活
け
る
者
や
見
る
者
を
も
含
め
た
一
切
を
切
り
､
活
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
そ
の
｢
活
け

る
｣
と
は
､
一
切
の
新
た
な
調
和
的
関
係
の
現
出
で
あ
る
｡

こ
れ
を
受
け
､
本
論
で
は
｢
絵
に
描
い
た
餅
｣
を
主
題
と
し
た
｢
画
餅
｣
の
巻
を
取
り
上
げ
る
｡
こ
の
巻
に
お
い
て
も
､
(
真
実
相
)
と
は
い
か

な
る
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
は
い
か
に
し
て
開
示
さ
れ
る
か
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
｡
そ
れ
を
道
元
は
(
画
)
(
あ
る
い
は
(
画
図
)
)
を
巡

っ
て
説
い
て
い
る
｡
即
ち
彼
は
､
世
界
が
(
画
)
で
あ
る
と
し
つ
つ
､
(
画
)
に
よ
っ
て
そ
の
(
真
実
相
)
が
開
示
さ
れ
る
と
す
る
訳
で
あ
る
｡

我
々
は
こ
の
道
元
の
(
画
)
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
り
､
そ
れ
自
体
(
画
)
で
あ
り
な
が
ら
､
人
画
す
る
)
場
と
し
て
の
世
界
の
あ
り
方
を
人
為

と
の
関
係
に
お
い
て
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
｡
即
ち
そ
れ
は
､
前
掲
拙
論
に
お
い
て
は
不
充
分
に
し
か
扱
え
な
か
っ
た
一
な
る
も
の
と
多
な
る
も
の

と
の
関
係
を
､
人
為
と
し
て
の
(
画
)
の
考
察
を
通
じ
て
､
一
層
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
は
ま
た
一
方
で
､
(
画
)
と
し
て
の
世

界
に
お
い
て
(
画
す
る
)
こ
と
の
意
味
の
解
明
を
通
じ
て
､
(
大
地
有
情
同
時
成
道
)
に
つ
い
て
の
理
解
を
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
で
も
あ
る
｡

同
時
に
､
こ
の
｢
描
か
れ
た
も
の
｣
を
巡
る
論
考
は
､
当
然
の
こ
と
な
が
ら
｢
虚
｣
と
｢
実
｣
に
つ
い
て
の
問
題
を
内
包
し
て
い
る
｡
我
々
の

常
識
的
な
虚
･
実
に
つ
い
て
の
認
識
は
､
本
論
中
に
見
る
よ
う
に
､
道
元
に
よ
っ
て
一
度
解
体
さ
れ
る
と
同
時
に
､
組
み
立
て
な
お
さ
れ
る
｡
こ

の
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
､
我
々
の
蛮
術
の
問
題
を
巡
る
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
｡

(
2
)

香
厳
智
閑
(
不
明
～
八
四
〇
)
｡
こ
の
故
事
に
つ
い
て
は
､
道
元
は

洞
､
か
つ
て
志
大
円
禅
師
の
釦
に
浮
増
し
と
き
､
大
潟
い
は
く
､

前
に
あ
た
り
て
､
わ
が
た
め
に
一
句
を
道
取
し
き
た
る
べ
し
｣
｡
香
厳
､

を
う
ら
み
､
年
来
た
く
は
ふ
る
と
こ
ろ
の
書
籍
を
披
尋
す
る
に
､
な
ほ

｢
画
に
か
け
る
も
ち
ひ
は
､
う
ゑ
を
ふ
さ
ぐ
に
た
ら
ず
｡
わ
れ
ち
か
ふ
､

と
い
ひ
て
､
行
粥
飯
し
て
年
月
を
ふ
る
な
り
｡
行
粥
飯
僧
と
い
ふ
は
､

(
3
)

(
二
)
九
八
～
九
九
頁
｡

｢
渓
声
山
色
｣
の
巻
に
お
い
て
概
要
を
示
し
て
い
る
｡
(
又
香
厳
智
閑
禅

はく

け

し
や
う
し
よ

き

ぢ

】
働

も

良
し
上
う
い

｢
な
ん
ぢ
聡
明
博
解
な
り
｡
章
疏
の
な
か
よ
り
記
持
せ
ず
､
父
母
未
生
以

い
は
ん
こ
と
を
も
と
む
る
こ
と
数
番
す
れ
ど
も
不
得
な
り
｡
ふ
か
く
身
心

茫
然
な
り
｡
つ
ひ
に
火
を
も
ち
て
､
年
来
あ
つ
む
る
書
を
や
き
て
い
は
く
､

此
生
に
仏
法
を
会
せ
ん
こ
と
を
の
ぞ
ま
じ
､
た
ヾ
行
粥
飯
僧
と
な
ら
ん
｣

衆
僧
に
粥
飯
を
行
益
す
る
な
り
｡
…
…
)

(
(
二
)
一
一
〇
～
一
二
頁
)

(
4
)

(
経
論
)
と
は
教
典
と
論
書
の
こ
と
で
あ
る
｡
故
に
例
え
ば
｢
経
論
家
｣
な
ど
と
言
え
ば
､
(
知
的
理
解
を
重
視
す
る
仏
教
者
｡
禅
家
の

対
｡
)

(
中
村
元
著
r
仏
教
語
大
辞
典
｣
上
･
下
･
別
巻
､
東
京
書
籍
､
昭
和
五
〇
年
｡
以
降
､
r
仏
教
語
J
と
略
記
す
る
)
･
と
い
う
意
味
に
な

る
｡
(
三
乗
)
は
(
声
開
乗
･
縁
覚
乗
･
菩
薩
乗
と
い
う
三
つ
の
実
践
の
し
か
た
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
能
力
･
素
質
に
応
じ
て
さ
と
り
に
導
い
て

い
く
教
え
を
乗
り
物
に
た
と
え
た
も
の
…
…
〉

(
同
)
で
あ
り
､
(
一
乗
)
は
､
(
す
な
わ
ち
仏
の
説
い
た
こ
と
を
聞
い
た
う
え
で
の
実
践
(
声
開

乗
)
､
単
独
で
さ
と
り
を
開
く
実
践
(
緑
覚
乗
)
､
自
他
と
も
に
さ
と
ろ
う
と
す
る
実
践
(
菩
薩
乗
)
が
あ
る
が
､
こ
れ
ら
す
べ
て
一
に
帰
す
る
と

い
う
教
え
｡
)

(
同
)

で
あ
る
｡
(
教
学
)
に
つ
い
て
r
禅
学
大
辞
典
｣

(
上
･
下
･
別
巻
､
駒
沢
大
学
内
･
禅
学
大
辞
典
編
纂
所
編
著
､
大
修

飴
､
昭
和
五
三
年
)
を
見
る
と
､
(
仏
教
の
経
･
律
■
論
や
三
乗
･
十
二
分
経
等
を
学
問
的
に
研
究
す
る
教
宗
の
学
｡
)
と
さ
れ
て
い
る
が
､
そ

れ
に
つ
き
(
教
学
は
文
字
に
拘
泥
す
る
依
文
解
義
の
態
度
に
陥
り
や
す
い
か
こ
れ
を
是
正
し
て
仏
教
の
真
精
神
を
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に一
四
一



一
四
二

禅
宗
の
参
学
が
生
じ
た
)
と
い
う
説
胡
が
附
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
そ
も
そ
も
文
字
解
釈
の
(
教
学
)
と
､
体
験
を
重
視
す
る
(
禅
学
)

と
い
う
対
立
が
あ
る
と
す
る
一
般
的
な
認
識
が
あ
る
｡

(
5
)

阿
蒋
多
産
三
貌
三
菩
提
(
梵
a
n
u
t
t
a
r
a
･
S
a
m
y
a
k
･
S
a
ヨ
b
O
d
,
i
､
巴
a
n
u
t
t
a
苧
～
a
ヨ
ヨ
㌣
～
a
ヨ
b
O
d
b
i
の
音
写
)

の
略
｡
無
上
正
遍
智
､
無
上
正
等

正
覚
､
正
等
菩
提
な
ど
と
意
訳
す
る
｡

(
6
)

道
元
自
身
､
こ
の
｢
画
餅
｣
示
衆
の
一
年
前
(
仁
治
二
年
､
一
二
四
一
年
)
に
示
衆
し
た
｢
仏
性
｣
の
巻
に
お
い
て
､
文
字
に
記
さ
れ
た
も
の

と
い
う
訳
で
は
な
い
が
､
｢
偽
り
の
も
の
｣
と
い
う
意
味
で
(
画
餅
)
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
龍
樹
尊
者
が
身
に
(
円
月
相
)
を
現

10 9 8 7
)

ヽ
J ) )
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じ
た
と
い
う
故
事
を
表
す
の
に
､
大
宋
国
の
人
々
が
(
一
輪
相
)
を
描
い
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
､
(
こ
れ
稽
古
の
お
ろ
そ
か
な
る
な
り
､
慕

古
い
た
ら
ざ
る
な
り
)
と
し
､
(
画
餅
を
賞
翫
す
る
こ
と
な
か
れ
)

(
(
一
)
一
〇
二
頁
)
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
｢
画
餅
｣
の
巻
で
は
､

彼
は
こ
の
(
画
餅
)
と
い
う
語
に
全
く
新
た
な
意
味
を
与
え
て
い
る
｡

(
二
)
一
〇
二
頁
｡

(
二
)
一
〇
二
～
一
〇
三
頁
｡

(
二
)
一
〇
五
頁
｡

引
用
文
①
に
お
い
て
(
古
仏
言
)
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
､
道
元
は
こ
れ
を
仏
の
言
葉
と
し
て
い
る
｡
更
に
①
に
続
く
部
分
で
､
こ
の
よ
う
な

誤
っ
た
見
解
の
持
ち
主
に
つ
い
て
､
(
祖
宗
の
功
業
を
正
伝
せ
ず
､
仏
祖
の
道
取
に
く
ら
し
｡
こ
の
二
百
を
あ
き
ら
め
ざ
ら
ん
､
た
れ
か
余
仏
の

道
取
を
参
究
せ
り
と
聴
許
せ
ん
｡
)

(
(
二
)
九
九
頁
)
と
言
っ
て
い
る
｡
即
ち
彼
等
は
､
仏
祖
達
が
脈
々
と
行
っ
て
き
た
こ
と
を
正
し
く
受
け

継
い
で
も
い
な
し
､
仏
祖
の
言
葉
に
も
く
ら
い
と
言
う
｡
そ
し
て
､
(
こ
の
二
言
)
即
ち
(
画
餅
不
充
飢
)
を
あ
き
ら
め
な
け
れ
ば
､
他
の
仏
祖
の

言
葉
を
極
め
た
な
ど
と
誰
も
認
め
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
｡

註
(
1
)
参
照
｡

(
二
)
九
九
～
一
〇
〇
頁
｡

(
父
母
所
生
)
の
(
所
生
)
に
つ
い
て
は
､
原
理
的
に
は
､
｢
父
母
自
身
が
生
ず
る
所
｣
と
自
動
詞
と
し
て
読
む
か
､
｢
父
母
が
生
ん
だ
所
(
の

何
も
の
か
〓
と
他
動
詞
と
し
て
読
む
か
の
､
二
つ
の
読
み
方
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
(
父
母
未
生
)
が
｢
父
母
の
未
だ
生
ぜ
ざ
る
｣
様

を
示
す
と
す
れ
ば

-
即ち､この(生)は自動詞であると考えるならばI(所生)についても自動詞として捉える方がよい

か
に
も
思
わ
れ
る
｡
.
こ
の
読
み
方
に
従
え
ば
､
(
所
生
)
が
父
母
が
生
じ
た
局
面
で
あ
り
､
(
未
生
)
が
父
母
が
生
じ
て
い
な
い
局
面
で
あ
る
｡

だ
が
し
か
し
､
【
御
聴
音
抄
】
は
こ
の
(
所
生
)
を
真
言
密
教
に
お
い
て
(
父
母
所
生
身
速
証
大
覚
位
)
と
言
う
場
合
の
(
所
生
)
で
あ
る
と

し
て
い
る
(
一
正
法
眼
蔵
註
解
全
書
｣
第
五
巻
[
全
十
一
巻
､
正
法
眼
蔵
註
解
全
書
刊
行
会
編
纂
､
日
本
仏
書
刊
行
会
､
昭
和
三
一
～
四
二
年
､

初
版
は
昭
和
三
一
年
⊥
二
二
年
]
五
三
五
頁
｡
以
降
､
r
註
解
｣
と
略
記
す
る
｡
尚
､
〓
で
括
っ
た
本
書
所
収
の
古
註
釈
に
つ
い
て
は
､
末
尾

に
ま
と
め
て
扱
う
)
｡
こ
の
(
父
母
所
生
身
速
証
大
覚
位
)
と
は
､
父
母
の
生
ん
だ
身
を
有
し
な
が
ら
､
す
み
や
か
に
悟
り
を
得
る
こ
と
で
あ
る
｡



即
ち
こ
こ
で
の
(
所
生
)
は
他
動
詞
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
､
実
僚
多
く
の
註
釈
書
が
､
こ
の
読
み
方
に
し
た
が
っ
て
い
る
｡
例

え
ば
､
玉
城
康
四
郎
著
r
現
代
語
訳

正
法
眼
蔵
｣
(
全
六
巻
､
大
蔵
出
版
､
一
九
九
三
～
一
九
九
四
年
)
で
は
､
(
画
餅
と
い
う
の
は
､
つ
ぎ

の
よ
う
に
知
る
が
よ
い
｡
父
母
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
こ
の
す
が
た
で
あ
り
､
あ
る
い
は
､
父
母
の
ま
だ
生
ま
れ
な
い
前
の
本
来
の
面
目
で
あ
る
｡
)

(
(
三
)
三
八
八
頁
)
と
し
て
い
る
し
､
中
村
宗
一
も
(
父
母
所
生
の
自
己
は
､
父
母
あ
っ
て
始
め
て
存
在
す
る
相
対
差
別
の
上
の
自
己
)

(r正

法
眼
蔵
用
語
辞
典
｣
誠
信
書
房
､
昭
和
五
〇
年
の
(
父
母
所
生
の
面
目
あ
り
父
母
未
生
の
面
目
あ
り
)
の
項
)
と
し
て
い
る
｡

ど
ち
ら
の
読
み
方
を
取
っ
て
も
､
(
父
母
所
生
)
は
対
立
の
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
､
(
父
母
未
生
.
)
は
対
立
の
生
ず
る
以
前
で
あ
る
こ
と
に

は
違
い
な
い
｡
し
か
し
､
(
所
生
)
を
他
動
詞
と
す
る
読
み
方
に
従
え
ば
､
(
父
母
所
生
)
に
お
い
て
は
､
単
に
相
対
差
別
の
象
徴
と
し
て
の
(
父

母
)
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
､
原
因
の
象
徴
と
し
て
の
(
父
母
)
か
ら
結
果
が
生
ず
る
と
い
う
意
味
で
､
｢
縁
起

生｣

の
意
味
合
い
も
含
意
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

(14)

(
二
)
一
〇
〇
頁
｡

(15)

(
僧
)
は
r
学
研

漢
和
大
辞
典
｣
(
一
九
九
五
年
〓
九
七
八
年
初
版
]
､
以
降
｢
学
研
｣
と
略
記
す
る
)
に
よ
れ
ば
､
(
辰
砂
(
シ
ン
シ

ャ
)
｡
絵
の
具
･
か
べ
つ
ち
に
す
る
｡
丹
土
｡
ま
た
朱
色
｡
)
と
さ
れ
る
｡

(16)

(
麺
)
は
元
々
は
麦
の
粉
の
こ
と
で
あ
る
(
｢
学
研
｣
)
｡

(17)

水
野
の
註
釈
に
よ
れ
ば
､
(
糊
餅
)
は
(
米
の
粉
の
餅
〉
･
､
(
薬
餌
)
は
(
野
菜
を
刻
み
こ
ん
だ
餅
)
､
(
乳
餅
)
は
(
牛
乳
で
練
っ
た
餅
〉
､

(
焼
餅
)
は
(
焼
い
た
餅
)
で
あ
る
｡
ま
た
(
穫
餅
)
に
つ
い
て
は
(
樺
は
姿
の
俗
字
｡
米
や
黍
の
粉
を
蒸
し
て
つ
い
た
餅
)
と
い
う
説
明
が
な
さ

れ
て
い
る
(
(
二
)
一
〇
〇
頁
)
｡

(1$)

(
t
一
)
一
〇
一
貫
｡

(19)

入
央
義
高
監
修
､
古
賀
英
彦
編
著
｢
禅
語
辞
典
｣
(
思
文
閣
出
版
､
一
九
九
一
年
)
に
は
(
柱
杖
)
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
例
文
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
｡
〓
普
灯
録
九
雪
章
法
寧
章
]
上
堂
日
､
百
川
異
流
脚
海
岸
極
､
森
羅
万
象
脚
空
周
極
､
四
聖
六
凡
脚
仏
弟
極
､
明
阪
神
僧
以
二

柱
杖
子
一
周
極
｡
…
…
)
｡
即
ち
､
僧
の
手
に
す
る
(
柱
杖
)
が
一
切
が
帰
一
す
べ
き
(
極
)
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
｡
ま
た
道
元
自

身
も
､
(
枯
柱
杖
こ
れ
説
心
説
性
な
り
)

(
(
二
)
四
一
八
頁
)
と
し
て
い
る
｡
即
ち
､
(
拉
杖
)
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
が
､
諦
め
る
べ
き

｢
真
理
｣
と
し
て
の
(
心
･
性
)
を
説
く
こ
と
だ
と
し
て
い
る
訳
で
あ
る
｡

(空

こ
の
〈
一
身
心
現
〉
に
つ
き
｢
註
解
｣
第
五
巻
を
見
る
と
､
【
弁
註
】
は
(
餅
亦
備
一
身
心
所
現
所
造
､
頭
々
上
無
二
他
物
一
)

(
五
言
頁
)

と
し
､
【
那
一
宝
】
は
(
餅
亦
備
一
身
心
所
造
也
､
頭
頭
物
物
盛
嵩
二
他
物
一
)

(
五
一
八
貫
)
と
し
て
い
る
｡
や
や
論
旨
を
先
取
り
し
て
し
ま
う

が
､
(
真
実
相
)
と
し
て
の
(
画
餅
)
の
体
験
は
､
自
ら
の
身
心
の
体
験
で
あ
る
｡
そ
れ
は
餅
が
即
ち
身
心
で
あ
る
よ
う
な
体
験
で
あ
る
と
言
っ
て

も
よ
い
｡
そ
の
時
､
(
真
実
相
)
と
し
て
の
自
ら
の
一
身
心
は
余
物
な
く
一
切
を
尽
く
し
て
現
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
訳
で
あ
る
｡
(
一
身
心
現
)
が

意
味
し
て
い
る
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

一
四
三



一
四
四

(21)

何
故
｢
人
で
あ
る
仏
｣
な
ど
と
言
う
必
要
が
あ
る
か
と
言
え
ば
､
道
元
の
思
想
に
お
い
て
は
､
山
川
草
木
の
類
ま
で
も
が
仏
と
考
え
ら
れ
る
場

合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
第
二
章
で
論
ず
る
｡

(22)
こ
の
人
が
差
別
相
を
招
来
す
る
こ
と
に
つ
い
て
､
｢
古
鏡
｣

の
巻
に
お
い
て
は
(
名
)
の
問
題
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
雪
峰
真

覚
と
三
聖
院
慧
然
と
が
壷
の
(
軌
衝
)
､
即
ち
猿
を
見
な
が
ら
行
っ
た
問
答
を
巡
っ
て
展
開
さ
れ
る
｡
先
ず
､
雪
峰
が
(
こ
の
禰
猥
､
お
の

〈一面の古鏡を背せり)
(
(
二
)

三
〇
頁
)
､
即
ち
｢
こ
の
猿
連
は
そ
れ
ぞ
れ
一
面
の
古
鏡
を
背
負
っ
て
い
る
｣
と
言
う
｡
こ
の
(
古
鏡
)

と
は
｢
永
遠
の
真
理
の
鏡
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
三
聖
(
院
)

は
(
歴
劫
無
名
な
り
､
な
に
の
ゆ
ゑ
に
あ
ら
は
し
て
古
鏡
と

せ
ん
)

(
(
二
)

三
二
頁
)
と
尋
ね
る
｡
(
歴
劫
)
即
ち
永
遠
な
る
も
の
は
(
無
名
)
で
あ
る
の
に
､
な
ぜ
そ
れ
を
表
し
て
(
古
鏡
)
と
呼
ぶ
の
で

あ
る
か
と
問
う
た
訳
で
あ
る
｡
雪
峰
は
(
瑞
生
也
)

(
(
二
)

二
≡
頁
)
､
即
ち

｢
き
ず
が
生
じ
た
の
だ
｣
と
答
え
た
｡
道
元
は
こ
の
問
答
を
釈

し
て
､
(
歴
劫
と
い
ふ
は
､
丁
心
一
念
未
廟
以
前
な
り
)

(
(
二
)

三
二
頁
)
､
即
ち
永
遠
な
る
も
の
と
は
(
一
心
一
念
)
が
生
ず
る
以
前
の
状
態

に
あ
る
と
述
べ
た
上
で
､
(
い
か
で
か
古
鏡
に
畷
生
也
な
ら
ん
と
お
ぼ
ゆ
れ
ど
も
､
古
鏡
の
暇
生
也
は
､
歴
劫
無
名
と
ら
い
ふ
を
き
ず
と
せ
る
な

る
べ
し
)

(
(
二
)

三
二
⊥
二
三
頁
)
と
し
て
い
る
｡
要
す
る
に
､
一
者
と
し
て
の
(
古
鏡
)
は
(
歴
劫
)
で
あ
り
(
無
名
)
で
あ
る
の
だ
が
､
そ

れ
を
(
歴
劫
無
名
)
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
こ
に
き
ず
が
生
ず
る
､
即
ち
差
別
対
立
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

こ
こ
で
道
元
が
(
一
心
一
念
)
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
､
仏
教
思
想
に
お
い
て
は
(
名
)
は
(
万
有
を
色
回
2
p
a
物
革
と
心
と
に

分
か
つ
う
ち
､
心
の
領
域
を
意
味
す
る
｡
精
神
的
な
は
た
ら
き
｡
)

(
花
数
語
｣
｡
文
中
の
回
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
音
を
示
す
)
と
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
こ
こ
で
(
一
面
の
古
鏡
)
に
名
づ
け
る
こ
と
を
め
ぐ
つ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
､
｢
名
づ
く
｣
と
い
う
人
の
意
識
的
な

作
用
が
加
わ
る

(
一
心
が
生
ず
る
)

こ
と
に
よ
っ
て
､
無
差
別
な
も
の
に
頗
が
入
り
､
差
別
相
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
訳

で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
｢
画
餅
｣
に
お
け
る
(
父
母
未
生
)
に
人
の
(
画
す
る
)
作
用
が
加
わ
っ
て
(
父
母
所
生
)
が
現
ず
る
と
い
う
論
理
と
軌

を
一
に
す
る
も
の
と
言
え
る
｡

帝
釈
､
一
茎
草
を
将
て
地
上
に
押
し
て
云
く
､
｢
梵
剃
を
建
て
巳
覚
り
ぬ
｣
｡
世
尊
微
笑
し
た
ま
ふ
｡
(
宏
智
広
録
二
､
項
古
四
)

)

(
(
二
)

四

六
一
貫
)
｡

(28)

例
え
ば
餅
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
仏
が
描
か
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
､
餅
が
即
ち
一
切
で
あ
る
が
故
に
仏
も
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
､
と

27 2625 2423

(
二
)
一
〇
三
～
一
〇
四
頁
｡

(
二
)

九
七
～
九
八
頁
｡

註
(
1
)
参
照
｡

(
二
)
一
〇
一
～
一
〇
二
頁
｡

水
野
の
補
注
を
そ
の
ま
ま
引
け
ば
､

(
世
尊
､
衆
と
与
に
行
く
次
で
､
手
を
以
て
地
を
指
し
て
云
く
､
｢
此
の
処
､
宜
し
く
梵
剃
を
建
つ
べ
し
｣
｡

-
r
■

◆■



取
り
敢
え
ず
は
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
だ
が
､
(
画
)
が
成
立
す
る
際
の
自
他
の
関
係
に
つ
い
て
は
､
第
二
章
に
お
い
て
再
び
論
ず
る
｡

(29)

(
二
)
一
〇
一
頁
｡

(30)
(
飢
は
十
二
時
便
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
)
と
あ
る
が
､
こ
れ
は
普
通
に
は
逆
接
的
表
現
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
逆
接
的
表
現
を
用
い

な
が
ら
順
接
的
内
容
を
述
べ
た
り
､
ま
た
そ
の
逆
を
な
し
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
､
道
元
が
し
ば
し
ば
行
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
こ
で
の
(
あ
ら
ざ

れ
ど
も
)
は
､
論
旨
か
ら
し
て
順
接
で
あ
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

(31)

こ
の
(
餅
に
相
得
せ
ら
る
､
餅
あ
ら
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
､
活
計
っ
た
は
れ
ず
､
家
風
っ
た
は
れ
ず
｡
)
は
､
(
ゆ
ゑ
に
)
を
挟
ん
で
の
前
半
部
と
後

353433 32

半
部
と
の
接
続
が
唐
突
な
感
を
与
え
る
｡
こ
の
解
釈
に
は
､
大
き
く
二
通
り
の
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
･

第
一
の
も
の
は
､
例
え
ば
【
聞
解
】
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
即
ち
､
(
餅
の
法
に
相
待
た
れ
る
飢
の
迷
な
し
)
と
い
う
理
由
の
故
に
､

(
無
性
の
法
が
飢
た
心
で
知
れ
ぬ
､
其
飢
た
心
で
は
活
計
も
家
風
伝
わ
ら
ぬ
)

(
r
註
解
』
第
五
巻
､
五
一
二
頁
)
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
つ
ま

り
､
(
餅
)
と
(
飢
)
は
対
立
し
て
い
な
い
の
で
､
両
者
が
対
立
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
飢
え
た
心
に
は
活
計
･
家
風
が
伝
わ
る
こ
と
は
な
い
､

と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
同
様
に
､
【
弁
証
】
の
(
在
二
吾
宗
門
一
以
二
打
坐
功
一
待
二
於
抄
悟
一
図
二
作
仏
一
別
祖
門
活
計
家
風
〆
伝
)

(同､至

五
頁
)
と
い
う
説
明
も
､
(
打
坐
)
と
(
作
仏
)
が
対
立
し
､
(
打
坐
ノ
功
)
に
よ
っ
て
(
作
仏
)
す
る
と
考
え
る
よ
う
で
は
祖
門
の
活
計
･
家
風

が
伝
わ
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
即
ち
､
こ
れ
は
(
打
坐
)
を
(
飢
)
と
し
､
(
作
仏
)
を
(
餅
)
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
､
こ
れ
も
(
飢
)

と
(
餅
)
の
対
立
を
考
え
る
者
に
は
活
計
･
家
風
が
伝
わ
ら
な
い
と
す
る
読
み
方
で
あ
る
訳
で
あ
る
｡

一
方
､
第
二
の
も
の
は
､
【
私
記
】
の
(
餅
に
相
得
せ
ら
る
､
餅
な
し
と
は
､
餅
等
な
る
が
ゆ
ゑ
な
り
､
相
得
せ
ら
る
､
な
き
が
ゆ
ゑ
に
活
計
家

風
っ
た
は
れ
ず
､
た
ゞ
餅
の
活
計
の
み
現
成
す
る
な
り
)

(
同
､
五
一
二
頁
)
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
｡
(
餅
)
の
時
は
(
餅
)
の
み
で
あ
る
か
ら

(
(
餅
等
)
で
あ
る
か
ら
)
､
(
餅
の
活
計
)
が
現
成
す
る
の
み
で
あ
っ
て
､
活
計
が
伝
わ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
す
る
訳
で
あ
る
｡
即
ち
､
相
待

と
い
う
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
､
何
か
か
ら
何
か
へ
活
計
や
家
風
が
伝
わ
る
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
が
あ
り
得
な
い
と
す
る
読
み
方
で
あ
る
｡

第
一
の
読
み
方
と
第
二
の
読
み
方
を
比
べ
て
み
る
と
､
第
一
の
も
の
は
､
(
ゆ
ゑ
に
)
の
後
に
｢
相
待
を
考
え
る
者
に
は
｣
と
補
っ
て
読
む
訳
で

あ
り
､
突
き
詰
め
て
考
え
れ
ば
道
元
の
意
図
と
し
て
そ
う
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
､
こ
の
一
文
の
論
理
の
釈
義
と
し
て
は
窓
意
的
に
過
ぎ
る
と

思
わ
れ
る
｡
一
方
､
第
二
の
も
の
の
場
合
に
は
､
何
も
余
分
な
説
明
を
補
う
こ
と
な
く
､
(
…
…
ゆ
ゑ
に
)
の
部
分
が
端
的
に
そ
れ
以
降
の
理
由

を
示
す
と
考
え
ら
れ
で
い
る
｡
こ
の
方
が
原
文
の
解
釈
と
し
て
素
直
な
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡

(
二
)
一
〇
〇
頁
｡

(
二
)
一
〇
六
頁
｡

前
掲
拙
論
第
一
章
参
照
｡

加
藤
宗
厚
扁
r
正
法
眼
蔵
要
語
索
引
J
(
上
下
巻
､
理
想
社
､
一
九
六
二
～
一
九
六
三
年
)
に
よ
れ
ば
､
(
大
地
有
情
同
時
成
道
)
は
｢
渓
声

山
色
｣
､
｢
古
鏡
｣
､
｢
行
持

上
｣
､
｢
説
心
説
性
｣
､
｢
発
無
上
心
｣
の
各
巻
で
取
乃
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡

一
四
五



(36)
39 38 37

一
四
六

｢
正
法
眼
蔵
j
中
に
お
け
る
(
正
師
)
に
つ
い
て
の
言
及
は
数
多
い
が
､
例
え
ば
⊥
三
〓
ハ
四
､
六
六
～
六
七
､
一
五
九
頁
等
を
参
照
の
こ

と｡

前
掲
拙
論
参
照
｡

(
二
)
一
〇
四
頁
｡

【
聞
解
】
の
説
明
を
見
る
と
､
(
六
根
中
の
眼
に
､
す
ぢ
も
ま
け
も
な
し
､
こ
れ
で
自
己
が
脱
落
､
又
向
の
六
塵
の
色
裡
に
も
膠
も
緑
青
も
な

く
絵
の
具
が
の
こ
ら
ぬ
､
こ
れ
で
他
己
が
脱
落
し
た
)

(
r
註
解
｣
第
五
巻
､
五
二
七
頁
)
と
な
っ
て
い
て
､
(
胸
)
を
(
緑
青
)
と
し
て
い
る
｡

ま
た
【
弁
証
】
は
(
胸
)
の
字
に
つ
い
て
(
異
本
謹
鮪
)
(
同
､
五
二
六
頁
)
と
し
て
い
る
｡
(
耕
)
と
は
(
鳥
を
捕
ら
え
宣
の
に
用
い
る
も
ち
｡

き
び
を
ね
っ
て
､
ね
ば
り
つ
く
よ
う
に
し
た
と
り
も
ち
)

(
r
学
研
｣
)
の
こ
と
と
さ
れ
る
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､
(
胸
)
は
(
膠
)
と
続
け
て
(
膠
胸
)

と
し
た
場
合
に
は
､
(
眼
)
の
(
筋
骨
)
に
対
す
る
､
(
色
)
の
例
の
固
ま
っ
た
も
の
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

(40)

(
一
)

二
八
～
二
九
貫
｡

(41)

先
に
､
道
元
の
論
旨
に
お
い
て
は
(
画
す
る
)
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
仏
の
み
で
あ
る
と
述
べ
た
｡
し
か
し
､
こ
こ
で
我
々
は
｢
描

き
行
く
こ
と
は
我
々
に
と
っ
て
当
為
で
あ
る
｣
と
記
し
た
｡
道
元
に
と
っ
て
の
(
仏
)
を
｢
我
々
｣
と
亡
て
捉
え
得
る
根
拠
に
つ
い
て
は
､
紙
幅

の
制
約
の
た
め
こ
こ
で
充
分
に
論
ず
る
こ
と
は
軋
来
な
い
が
､
そ
の
骨
子
に
つ
車
て
は
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
｡
道
元
は
｢
仏
性
｣

に
お
い
て
は
(
仏
性
)
即
(
衆
生
)
と
い
う
本
覚
思
想
的
な
論
を
展
開
し
て
お
り
､
｢
弁
道
話
｣
に
お
い
て
は
引
用
⑮
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
い
わ

ゆ
る
｢
修
証
一
等
｣
の
考
え
を
披
渡
し
て
い
る
｡
そ
の
意
味
で
は
､
万
人
が
(
延
い
て
は
一
切
が
)
本
来
的
に
は
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
､
道
元
は
(
修
)
の
後
に
(
証
)
の
体
験
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
｡
そ
の
こ
と
は
(
正
師
)
の
下
で
修
行
を

し
(
正
法
)
を
受
け
継
い
だ
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
が
い
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
明
白
で
あ
る
｡
で
は
｢
修
証
一
等
｣
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
何
で
あ
る
の
か
と
言
え
ば
､
(
証
)
の
体
験
は
(
修
)
の
最
中
に
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
､
か
つ
(
証
)
を
得
た
と
し
て
も
(
修
)

は
続
け
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
(
修
)
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
(
証
)
と
は
い
か
な
る
事
態
で
あ
ろ
う
か
｡
道
元
は
｢
道
得
｣
七
お
い
て
得
道
と
這
う
こ
と
と
の
一
体
を
説

い
て
い
る
｡
即
ち
､
(
証
)
(
成
仏
､
成
道
､
得
道
)

の
時
､
(
証
)
を
得
た
者
は
説
法
を
す
る
と
や
つ
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
同
様
の
考
え

方
は
｢
説
心
説
性
｣
や
｢
無
情
説
法
｣
に
お
い
て
も
展
開
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
れ
は
｢
発
菩
提
心
｣
に
お
い
て
(
自
未
得
度
先
度
他
)
､
即

ち
自
ら
が
待
遇
す
る
前
に
他
を
得
通
さ
せ
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
考
え
方
が
説
か
れ
る
に
至
る
前
提
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
｡
即
ち
､
道
元
の
論
理
に
お
い
て
は
､
成
仏
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
は
他
者
に
説
法
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
､
説
法
し
得
た
時
､
即
ち
他

に
(
真
実
相
)
を
示
し
得
た
時
こ
そ
が
成
仏
の
時
で
あ
る
訳
で
あ
る
｡

こ
の
意
味
に
お
い
て
､
絶
え
ず
描
き
行
く
こ
と
は
万
人
に
と
っ
て
の
当
為
で
あ
り
､
我
々
に
と
っ
て
の
当
為
で
あ
る
と
言
え
る
訳
で
ぁ
る
｡

(42)

(
二
)
一
〇
五
～
一
〇
六
貫
｡



(43)

道
元
は
｢
仏
教
｣
の
巻
に
お
い
て
(
教
外
別
伝
)
を
(
謬
説
)
と
し
て
退
け
て
い
る
｡

(
叫
)

実
際
､
｢
正
法
眼
蔵
｣
中
に
お
い
て
､
多
く
の
仏
祖
が
言
語
以
外
の
方
法
で
説
法
す
る
様
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
前
掲
拙
論
に
お
い
て
我
々
が

中
心
的
に
扱
っ
た
(
枯
華
微
笑
)
も
そ
の
一
例
で
あ
る
と
言
え
る
｡

*

r
註
解
｣
中
の
古
註
釈
に
つ
い
て
｡

【
御
聴
書
抄
】
…
…
道
元
の
弟
子
詮
慧
が
､
道
元
の
説
法
を
筆
記
し
た
も
の
を
｢
正
法
眼
蔵
御
聴
書
-
と
い
う
｡
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
経
豪
が
懐
弊
編

｢
正
法
眼
蔵
｣
七
十
五
巻
に
註
釈
し
た
も
の
が
宗
法
眼
蔵
抄
｣
で
あ
る
(
〓
二
〇
八
年
刊
)
｡
｢
註
解
｣
に
お
い
て
【
御
聴
書
抄
】
と

言
わ
れ
て
い
る
の
は
､
経
家
書
｢
正
法
眼
蔵
抄
｣
所
収
の
詮
慧
の
r
御
聴
書
｣
の
こ
と
で
あ
る
｡

【
開
解
丁
…
･
｢
正
法
眼
蔵
聞
解
｣
｡
面
山
瑞
方
(
一
六
人
三
上
七
六
九
年
)
が
講
義
し
た
も
打
を
侍
者
の
大
鈍
斧
山
が
書
き
と
め
た
も
の
｡

【
牙
藍
…
…
r
正
法
眼
蔵
弁
証
並
調
絃
J
｡
天
柱
伝
尊
(
〓
ハ
四
人
～
一
七
三
五
年
)
著
｡
義
雲
編
集
の
六
十
巻
本
に
註
釈
し
た
も
の
｡

【
那
一
宝
】
…
…
一
正
法
眼
蔵
那
一
宝
｣
｡
父
幼
老
卵
(
一
七
二
四
～
一
八
〇
五
年
)
が
天
柱
の
r
正
法
眼
蔵
弁
証
並
調
絃
｣
に
も
と
づ
い
て
著
す
｡

一
七
九
一
年
刊
｡

【
私
記
】
…
…
｢
正
法
眼
蔵
私
記
j
｡
雑
華
蔵
海
(
～
一
七
八
八
年
)
著
｡
九
十
五
巻
本
に
対
し
て
､
｢
正
法
眼
蔵
御
聴
書
抄
J
､
暗
日
本
光
の
一
正
法

眼
蔵
却
退
一
字
参
｣
(
一
七
六
九
～
一
七
六
八
年
)
を
対
校
し
な
が
ら
註
釈
を
施
し
た
も
の
｡
一
七
七
九
～
一
七
八
五
年
成
立
｡

以
上
の
説
明
に
は
､
｢
註
解
｣
第
一
巻
冒
頭
の
凡
例
､
菅
沼
晃
編
｢
道
元
辞
典
｣
(
東
京
堂
出
版
､
昭
和
五
二
年
)
､
束
隆
眞
著
｢
道
元
小
辞
典
J

(
春
秋
社
､
昭
和
五
七
年
)
等
を
参
考
に
し
た
｡

(
引
用
文
は
原
典
に
お
い
て
は
旧
字
に
て
表
記
し
て
あ
る
も
の
を
､
引
用
す
る
に
際
し
て
一
部
新
字
に
て
表
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
)


