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「
無
」
－
道
家
的
宇
宙
論
の
鹿
開

二
〇
世
紀
は
宇
宙
論
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。
宇
宙
を
時
間
・
空
間
の
連
続
体
と
と
ら
え
た
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
相
対
論
的
な
宇
宙
論
は
、

一
九
四
〇
年
代
後
半
に
ジ
ョ
ー
ジ
・
ガ
モ
フ
の
ビ
ッ
グ
バ
ン
説
を
誕
生
さ
せ
た
。
原
子
核
物
理
学
の
成
果
も
適
用
し
て
超
高
温
・
超
高
密
度
の

火
の
玉
宇
宙
の
爆
発
的
な
膨
張
か
ら
天
体
の
形
成
に
い
た
る
生
成
過
程
を
説
き
明
か
し
た
こ
の
理
論
は
、
そ
こ
で
予
言
さ
れ
て
い
た
宇
宙
背
景

福
射
が
一
九
六
五
年
に
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
強
い
支
持
を
獲
得
す
る
。
だ
が
、
つ
ね
に
「
そ
の
前
」
を
考
え
よ
う
と
す
る
の
が
人
間
で
あ
る
。

火
の
玉
以
前
に
つ
い
て
も
熱
い
議
論
が
つ
づ
け
ら
れ
て
き
た
∵
そ
の
な
か
で
一
九
八
二
年
に
は
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
ビ
レ
ン
キ
ン
に
よ
っ
て

原
始
宇
宙
は
量
子
論
的
な
「
無
」
か
ら
創
造
さ
れ
た
と
い
う
宇
宙
の
生
成
論
が
提
唱
さ
れ
卑
宇
宙
以
前
の
世
界
は
無
、
つ
ま
り
量
子
論
的
な

真
空
の
状
態
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
ト
ン
ネ
ル
効
果
に
よ
っ
て
最
初
の
宇
宙
が
偶
然
に
出
現
し
た
と
い
う
の
だ
。
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
は
『
旧
約

聖
書
』
創
世
記
の
神
に
よ
る
天
地
万
物
の
創
造
を
「
無
か
ら
の
創
造
」
と
解
釈
し
た
が
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
を
支
配
し
た
「
無
か
ら
創
造
」

の
教
義
が
現
代
の
宇
宙
論
に
も
よ
み
が
え
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
無
か
ら
の
宇
宙
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
み
に
現
わ
れ
た
思
想
で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
特
有
な
観
念
で
も
な
い
。
中
国
で
も
、
キ
リ
ス
ト

が
生
れ
る
よ
り
も
数
百
年
前
の
戦
国
時
代
に
、
無
か
ら
の
宇
宙
の
生
成
が
哲
学
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
よ

う
な
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
孔
子
と
な
ら
ん
で
中
国
最
初
の
哲
学
者
と
な
っ
た
老
子
は
宇
宙
の
原
理
で
あ
る
道
を
無
に
む
す
び
つ
け
、
天



地
万
物
は
無
か
ら
生
成
さ
れ
た
と
す
る
宇
宙
論
を
唱
え
て
い
た
。
こ
の
老
子
の
無
は
荘
子
以
下
の
道
家
に
ひ
き
つ
が
れ
、
道
家
哲
学
の
基
礎
的

な
観
念
と
な
り
、
中
国
哲
学
を
底
流
す
る
。

孔
子
を
祖
と
す
る
儒
学
の
宇
宙
論
の
基
礎
に
あ
っ
た
の
が
天
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
・
道
家
の
そ
れ
は
無
。
権
力
に
対
抗
す
る
思
想
と
し

て
、
あ
る
い
は
権
力
か
ら
逃
避
す
る
た
め
の
思
想
と
し
て
、
無
は
中
国
の
思
想
史
を
生
き
つ
づ
け
た
。
前
稿
で
も
の
べ
た
よ
う
に
、
天
の
思
想

は
全
ユ
ー
ラ
シ
ア
的
な
広
が
り
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
中
国
土
着
の
思
想
と
い
う
よ
り
も
西
方
か
ら
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
。
そ
れ
に

た
い
し
て
、
道
家
の
無
は
中
国
の
地
に
は
ぐ
く
ま
れ
た
思
想
で
あ
っ
た
。
隠
逸
の
思
想
も
こ
の
無
に
支
え
ら
れ
て
中
国
人
の
心
を
強
く
捉
え
た

の
で
あ
り
、
無
の
思
想
を
土
壌
と
し
て
イ
ン
ド
か
ら
伝
来
し
た
大
乗
仏
教
の
空
の
観
念
が
そ
れ
ほ
ど
の
困
難
が
な
く
移
植
さ
れ
た
。
浄
土
教
や

禅
が
中
国
に
根
を
お
ろ
し
た
の
も
そ
れ
を
抜
き
に
し
て
は
理
解
で
き
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
古
代
中
国
に
生
ま
れ
た
無
の
も
つ
意
味
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
な
い
。
無
の
う
け
と
め
か
た
も
道
家
た
ち
の
あ
い
だ
で
異
な
っ

て
い
た
。
そ
こ
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
史
に
現
わ
れ
た
無
と
も
比
較
し
な
が
ら
、
道
家
の
代
表
的
な
著
作
で
あ
る
『
老
子
』
　
『
荘
子
』
　
『
准
南

子
』
で
説
か
れ
る
無
の
性
格
と
、
そ
の
変
層
の
歴
史
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
れ
が
、
有
の
氾
濫
す
る
科
学
技
術
社
会
の
病
根
を
さ
ぐ
る
た
め

の
一
助
と
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
『
老
子
』
の
　
「
無
」
　
－
　
宇
宙
生
成
論
と
「
無
為
自
然
」

老
子
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
の
か
、
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
司
馬
遷
の
　
『
史
記
』
は
孔
子
と
同
時
代
の
人
間
、
楚
の
苦
県
に
生
ま
れ

周
の
宮
廷
の
書
庫
を
管
理
す
る
役
人
を
し
て
い
た
ヒ
記
し
て
い
る
■
が
、
こ
の
記
事
を
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
人
は
少
な
く
、
老
子
と
い
う
名
の
人

物
の
実
在
す
ら
疑
問
視
す
る
意
見
も
根
強
い
。
そ
れ
で
も
、
お
そ
ら
く
は
戦
国
時
代
の
あ
る
時
期
に
、
だ
れ
か
の
手
に
よ
っ
て
『
老
子
』
と
い



う
書
物
が
著
わ
さ
れ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
だ
れ
か
を
老
子
と
よ
ん
で
お
く
こ
と
に
す
る
が
、
「
無
」
に
つ
い
て
老
子
は
な
に
を
語
ろ
う
と

し
て
い
た
の
か
　
ー
。

宇
宙
の
根
源
的
な
原
理
で
あ
る
道
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
人
間
の
生
き
方
を
説
い
て
道
家
の
祖
と
な
る
老
子
は
、
そ
の
道
に
つ
い
て
、
『
老
子
』

の
第
一
章
で
　
「
道
の
道
う
可
き
は
常
道
に
非
ず
。
名
の
名
づ
く
可
き
は
常
名
に
非
ず
。
名
無
し
、
天
地
の
始
に
は
」
と
の
べ
る
よ
う
に
、
こ
れ

が
道
で
あ
る
と
い
っ
た
答
え
を
示
す
の
は
難
し
い
と
考
え
て
い
た
。
道
が
語
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
名
づ
け
う
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ほ

ん
と
う
の
道
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
■
。

そ
う
い
い
な
が
ら
も
、
老
子
は
道
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
語
り
方
を
す
る
。
た
と
え
ば
第
四
十
二
章
に
は
、
「
道
は
一
■
を
生
じ
、
二
一
を
生
じ
、

二
三
を
生
じ
、
三
万
物
を
生
ず
。
万
物
陰
を
負
ひ
て
陽
を
抱
き
、
神
気
以
て
和
を
為
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
道
は
「
二
で
あ
る
元
気
を
陰
陽

の
気
に
分
離
し
て
万
物
を
生
み
出
し
た
宇
宙
の
生
成
の
原
理
で
も
あ
る
と
み
て
い
た
。
第
一
章
の
　
「
名
無
し
、
天
地
の
始
に
は
」
に
重
な
る
主

張
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
反
は
道
の
動
、
弱
は
道
の
用
な
り
。
天
下
の
万
物
は
有
よ
り
生
じ
、
有
は
無
か
ら
生
ず
」
　
（
第
四
十
章
）
と
も
い
う
。

道
の
働
き
に
つ
い
て
、
反
復
と
柔
弱
さ
特
徴
と
す
る
が
、
こ
こ
で
も
、
万
物
の
生
成
の
原
理
で
あ
る
こ
と
を
か
た
り
、
究
極
的
に
は
無
が
始
原

で
あ
る
と
の
べ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
道
は
無
と
む
す
び
つ
く
。

そ
の
無
に
つ
い
て
老
子
は
、
「
三
十
柘
は
一
穀
を
共
に
す
。
そ
の
無
に
当
り
て
車
の
用
有
り
」
　
（
第
十
一
章
）
と
も
の
べ
る
。
車
輪
の
穀
（
こ

し
き
）
　
に
は
空
隙
が
あ
る
か
ら
そ
の
働
き
を
す
る
よ
う
に
、
存
在
の
欠
如
と
し
て
の
無
は
有
が
働
く
た
め
の
条
件
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

老
子
と
あ
ま
り
違
わ
な
い
時
代
の
人
間
で
あ
る
ギ
リ
シ
ア
の
自
然
哲
学
者
デ
モ
ク
リ
ト
ス
が
世
界
の
多
様
性
と
変
化
を
説
明
す
る
た
め
の
原
子

の
運
動
を
可
能
と
す
る
た
め
の
空
虚
t
O
 
k
e
n
O
n
を
導
入
し
た
の
と
似
て
い
る
。

事
物
の
作
用
に
無
が
不
可
欠
で
あ
る
だ
け
で
な
い
。
前
に
引
用
し
た
「
天
下
の
万
物
は
有
よ
り
生
じ
、
有
は
無
か
ら
生
ず
」
　
の
無
は
有
の
生

成
の
条
件
、
始
原
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
始
原
の
無
を
存
在
秒
欠
如
と
し
て
の
無
と
理
解
し
て
よ
い
の
か
。
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の



四

空
虚
と
原
子
の
説
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
に
、
そ
し
て
ロ
ー
マ
の
ル
ク
レ
テ
ィ
ク
ス
に
う
け
つ
が
れ
た
が
、
原
子
が
無
か
ら
は
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
い
か
な
る
も
の
も
無
か
ち
は
生
じ
な
い
と
い
う
の
が
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
の
共
通
の
認
識
で
あ
っ
た
。

始
原
の
無
を
よ
り
明
確
に
理
解
す
る
に
は
、
『
老
子
』
を
も
う
少
し
広
く
見
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
之
を
視
れ
ど
も
見
え
ず
。

名
づ
け
て
夷
と
日
ふ
。
之
を
聴
け
ど
も
聞
こ
え
ず
。
名
づ
け
て
希
と
日
ふ
。
之
を
樽
へ
ん
と
す
れ
ど
も
得
ず
。
名
づ
け
て
微
と
日
ふ
。
此
の
三

者
は
致
話
す
可
か
ら
ず
。
故
よ
り
混
じ
て
一
と
為
る
。
…
…
是
を
無
状
の
状
・
無
物
の
象
と
謂
ふ
。
是
を
忽
恍
と
為
す
」
　
（
第
一
四
章
）
と
い
う

く
だ
り
も
認
め
ら
れ
る
。
夷
・
希
・
微
は
小
さ
く
て
ぼ
ん
や
り
し
て
い
て
、
人
間
の
五
感
で
は
捕
ら
え
が
た
い
こ
と
。
忽
恍
は
恍
惚
と
お
な
じ
。

そ
れ
が
混
ざ
り
あ
い
　
「
一
」
と
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
道
は
始
原
の
意
味
で
つ
か
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
無
形
、
物
と
よ

べ
る
も
の
の
な
い
状
態
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
こ
の
天
地
・
万
物
以
前
の
状
態
を
老
子
は
「
混
成
」
と
も
の
べ
て
い
た
。
「
物
有
牒
混
成
し
、

天
地
に
先
立
っ
て
生
ず
。
‥
‥
‥
吾
、
其
の
名
を
知
ら
ず
。
之
に
字
し
て
道
と
日
ひ
、
強
ひ
て
之
が
名
を
為
し
て
大
と
日
ふ
」
　
（
二
五
章
）
。

こ
れ
ら
の
老
子
の
こ
と
ば
を
掛
酌
す
れ
ば
、
「
有
は
無
か
ら
生
ず
」
　
の
無
も
、
存
在
の
欠
如
と
し
て
の
無
か
ら
有
の
出
現
と
い
う
よ
り
も
、
無

形
あ
る
い
は
無
限
定
の
状
態
か
ら
有
形
で
限
定
さ
れ
た
物
の
生
成
と
い
う
意
味
で
つ
か
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。
世
界
は
無
形
な

混
沌
に
は
じ
ま
る
の
だ
。
創
造
主
の
神
に
か
ん
し
て
だ
け
で
な
く
、
こ
の
点
で
も
老
子
の
無
と
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
の
無
と
の
あ
い
だ
に
も
明

白
な
差
異
が
存
在
す
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
は
、
創
世
記
の
冒
頭
の
　
「
地
は
形
な
く
、
む
な
し
く
、
や
み
が
淵
の
お
も
て
に
あ
り
」
　
に
み
ら

れ
る
闇
と
淵
（
水
）
を
神
の
天
地
創
造
の
材
料
と
解
釈
、
そ
れ
が
文
字
ど
お
り
の
無
、
非
存
在
と
し
て
の
無
か
ら
創
造
さ
れ
た
と
主
張
し
て
い
た
。

そ
れ
で
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
闇
と
淵
を
「
無
形
の
質
料
」
m
a
t
e
r
i
a
i
ロ
許
m
i
s
と
よ
び
、
「
ほ
と
ん
ど
無
に
ち
か
い
も
の
」
と
し
て
い

た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
無
形
の
「
ほ
と
ん
ど
無
に
ち
か
い
も
の
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
老
子
の
「
無
」
か
ら
遠
く
な
い
。
そ
し
て
、
老
子
の
無

に
よ
り
近
い
も
の
を
さ
が
せ
ば
、
時
代
的
に
は
老
子
よ
り
す
こ
し
前
、
ギ
リ
シ
ア
・
ミ
レ
ト
ス
で
活
躍
し
た
自
然
哲
学
者
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ

ス
が
始
原
と
し
て
提
唱
し
た
ト
・
ア
ペ
イ
ロ
ン
が
あ
る
。
「
無
限
な
も
の
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
無
限
の
大
き
さ
を
も
つ
も
の
と
も
さ
れ



る
ト
・
ア
ペ
イ
ロ
ン
は
、
老
子
の
無
と
お
な
じ
く
「
無
限
定
」
な
も
の
と
も
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
…
。
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
は
こ
の
無
限

定
の
ト
・
ア
ペ
イ
ロ
ン
か
ら
「
暖
か
い
も
の
」
と
「
冷
た
い
も
の
」
が
分
離
し
て
天
体
と
大
地
が
生
成
さ
れ
た
と
考
え
て
い
た
が
、
こ
の
宇
宙

生
成
論
は
『
老
子
』
第
四
十
二
章
で
の
べ
る
、
陰
の
気
と
陽
の
気
へ
の
分
離
に
よ
る
万
物
の
生
成
に
類
似
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し

か
も
、
陰
陽
の
気
と
い
う
観
念
も
水
（
冷
た
い
も
の
）
と
火
（
暖
か
い
も
の
）
　
の
気
に
さ
か
の
ぼ
れ
か
。

老
子
の
い
う
「
無
名
」
　
も
無
形
・
無
限
定
と
し
て
の
無
と
の
関
連
で
考
え
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
は
道
の
否
定
的
な
表
現
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
れ
を
肯
定
的
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
が
　
「
一
」
で
あ
る
。
「
道
は
一
を
生
じ
」
　
（
第
四
十
二
章
）
、
「
混
じ
て
一
と
為
る
」
　
（
第
十
四
章
）
。
無

と
一
は
同
義
語
と
は
い
え
な
く
て
も
、
接
近
し
た
意
味
の
術
語
と
し
て
つ
か
わ
れ
て
い
た
。
無
に
つ
づ
い
て
最
初
に
現
わ
れ
る
の
が
一
で
あ
り
、

未
分
化
で
あ
る
意
味
で
の
一
で
あ
る
。
一
は
パ
ル
メ
l
〓
ア
ス
の
　
「
一
着
」
t
O
 
h
e
n
を
想
起
さ
せ
る
が
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
　
「
一
者
」
　
は
変
化
を

拒
否
す
る
宇
宙
の
全
体
、
こ
の
点
で
老
子
の
一
か
ら
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
せ
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
老
子
の
「
一
」
に
近
い
の
は
、
ア
ウ
グ
ス

テ
イ
ヌ
ス
が
強
い
影
響
を
う
け
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
　
「
一
着
」
　
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
同
一
視
さ
れ
た
超
越
的
な
存
在
で
あ

り
、
そ
の
点
で
は
老
子
の
一
か
ら
は
距
離
が
あ
る
の
だ
が
、
万
物
を
そ
こ
か
ら
流
出
さ
せ
　
「
一
者
」
と
い
う
点
で
は
老
子
の
一
と
の
距
離
の
近

さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

と
こ
ろ
で
、
道
家
哲
学
の
核
心
は
人
間
の
生
き
方
と
し
て
の
道
に
あ
る
が
、
老
子
は
こ
の
道
を
「
無
為
」
と
し
た
。
「
道
は
常
に
無
為
な
れ
ど

も
、
而
も
為
さ
ざ
る
無
し
」
■
　
（
第
三
十
七
草
）
、
道
は
無
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
為
政
者
の
理
想
に
つ
い

て
は
、
「
聖
人
は
無
為
な
り
」
　
（
第
六
四
章
）
と
も
「
聖
人
は
無
為
の
事
に
処
り
、
不
言
の
教
え
を
行
ふ
」
　
（
第
二
章
）
と
も
い
い
、
民
衆
に
た
い

し
て
は
、
「
常
に
民
を
し
て
無
知
無
欲
な
ら
し
め
、
か
の
知
あ
る
者
を
し
て
敢
え
て
為
さ
ざ
ら
し
む
。
無
為
を
為
さ
ば
、
則
ち
治
ま
ざ
る
な
し
」

（
第
三
章
）
　
と
す
る
。
政
治
の
な
い
政
治
こ
そ
が
、
最
良
の
政
治
な
の
で
あ
る
。

無
為
と
は
人
為
を
排
す
る
こ
と
、
自
己
の
う
ち
に
あ
る
意
識
的
な
作
為
を
捨
て
、
知
や
欲
を
無
に
し
た
真
の
自
己
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。
い

五
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ま
あ
げ
た
「
聖
人
は
無
為
な
り
」
に
は
、
「
万
物
の
自
然
を
輔
け
て
、
敢
え
て
為
ざ
ず
」
と
つ
づ
く
が
、
こ
の
「
自
然
」
は
「
無
為
」
と
同
義
的

に
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
日
本
語
で
い
え
ば
、
「
お
の
ず
か
ら
し
か
る
こ
と
」
。
「
自
然
」
　
の
　
「
自
」
は
「
み
ず
か
ら
」
　
の
　
「
自
」
　
で
は
な
く
、
「
お

の
ず
か
ら
」
の
「
自
」
で
あ
卑
人
間
が
自
然
で
あ
る
と
は
、
「
み
ず
か
ら
」
の
意
識
的
な
行
為
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
排
除
し
た
「
お
の
ず

か
ら
」
の
生
き
方
を
人
間
の
理
想
と
す
る
。
知
や
欲
を
捨
て
、
自
己
を
無
に
す
る
。
否
定
的
な
表
現
で
あ
る
無
為
を
肯
定
的
に
の
べ
れ
ば
「
自

然
」
、
だ
か
ら
　
「
無
為
自
然
」
　
と
の
べ
ら
れ
も
す
る
。

し
か
し
、
「
無
為
」
に
し
て
も
「
自
然
」
　
に
し
て
も
は
た
し
て
実
践
可
能
で
あ
る
の
か
。
老
子
は
、
「
無
為
を
為
し
、
無
事
を
事
と
し
、
無
味

を
味
わ
う
」
　
（
第
六
十
三
章
）
と
い
う
が
、
「
無
為
を
為
す
」
と
は
そ
も
そ
も
自
己
矛
盾
で
あ
ろ
う
。
司
馬
遷
の
『
史
記
』
老
子
韓
非
列
伝
も
老

子
の
哲
学
は
微
妙
で
そ
の
意
が
通
じ
に
く
い
と
．
こ
ろ
も
あ
る
と
述
べ
て
い
た
が
、
た
し
か
に
、
「
無
為
自
然
」
の
哲
学
か
ら
晦
渋
さ
を
払
拭
す
る

の
は
難
し
い
。

だ
か
ら
で
も
あ
ろ
う
、
老
子
は
「
無
為
自
然
」
に
つ
い
て
、
「
素
を
見
わ
し
、
横
を
抱
く
」
　
（
第
一
九
章
）
と
い
っ
た
よ
う
な
い
い
か
た
を
す

る
。
横
は
粗
木
の
こ
と
。
素
朴
で
あ
る
こ
と
が
理
想
で
あ
る
と
い
う
。
老
子
は
こ
の
素
朴
さ
の
比
喩
に
赤
子
の
例
も
あ
げ
、
た
と
え
ば
、
「
気
を

専
ら
に
し
て
柔
を
致
し
て
、
能
く
嬰
児
た
ら
ん
」
｛
第
一
〇
章
）
と
も
い
う
（
二
〇
章
、
二
八
章
、
五
五
章
に
も
）
。
と
き
に
は
、
女
性
を
比
喩

に
あ
げ
る
　
（
二
八
章
）
。

こ
の
女
性
の
特
性
と
さ
れ
る
の
は
柔
弱
、
「
柔
弱
は
剛
強
に
勝
つ
」
　
（
第
三
十
六
章
）
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
水
に
も
誓
え
ら
れ
、
「
天
下
の
柔

弱
は
、
水
に
過
ぐ
る
は
な
し
。
し
か
も
堅
強
な
る
者
を
攻
む
る
に
、
こ
れ
に
能
く
勝
る
あ
る
と
知
る
な
し
」
　
（
第
七
八
草
）
、
「
上
善
は
水
の
若
し
。

水
善
く
万
物
を
利
し
て
争
わ
ず
」
　
（
第
八
章
）
と
も
の
べ
ら
れ
る
。
老
子
の
無
為
自
然
は
水
の
よ
う
な
生
き
方
な
の
だ
。
女
性
、
柔
弱
、
水
　
－

陰
陽
的
に
い
え
ば
老
子
は
陰
の
思
想
家
と
い
え
る
。

こ
れ
ま
で
の
べ
て
き
た
宇
宙
生
成
論
の
無
と
人
生
論
の
無
為
、
二
つ
は
別
個
で
の
も
の
で
な
い
。
第
二
十
八
章
で
は
、
人
間
が
嬰
児
の
よ
う



な
状
態
に
立
ち
返
る
の
を
理
想
と
す
る
と
の
べ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
　
「
無
極
に
復
帰
す
る
」
　
と
の
べ
て
い
た
。
「
無
極
」
　
と
は
始
原
の
無
。
無

と
お
な
じ
意
味
で
の
一
に
つ
い
て
、
「
聖
人
は
一
を
抱
き
」
（
第
二
十
二
幸
）
と
も
い
う
。
．
「
無
為
自
然
」
と
は
宇
宙
の
始
原
へ
の
回
帰
で
も
あ
っ

た
。
「
無
為
自
然
」
を
女
性
、
柔
弱
、
水
に
比
喩
す
．
る
こ
と
は
、
宇
宙
の
始
原
を
水
や
母
で
比
喩
す
る
の
と
一
連
の
も
の
で
あ
る
。
中
国
哲
学
の

一
般
的
な
特
徴
な
の
で
は
あ
る
が
、
老
子
に
も
宇
宙
と
人
間
は
不
可
分
で
あ
っ
た
。

儒
家
と
比
較
す
れ
ば
、
儒
家
が
道
の
根
拠
を
空
間
的
な
上
空
の
天
に
も
と
め
た
の
に
た
い
し
て
、
老
子
は
道
を
時
間
的
な
過
去
に
も
と
め
た

の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
過
去
も
、
孔
子
の
よ
う
な
　
「
先
王
の
道
」
　
に
も
と
め
る
の
で
は
な
く
て
、
天
地
万
物
の
ぎ
り
ぎ
り
の
始
原
の
無
に
ま

で
回
帰
し
、
そ
こ
に
人
間
の
理
想
を
兄
い
だ
そ
う
と
し
卑
老
子
に
と
つ
て
は
聖
人
で
あ
っ
た
先
王
も
こ
の
よ
う
な
無
を
生
き
た
人
間
、
「
聖
人

は
無
為
な
り
」
　
な
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
神
話
的
思
考
を
排
す
る
老
子
で
は
あ
る
の
だ
が
、
老
子
の
無
の
源
泉
は
神
話
的
な
世
界
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
老
子
が

始
原
の
比
喩
に
あ
げ
る
水
や
母
は
豊
餞
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
蛇
龍
の
神
・
女
禍
に
も
つ
な
が
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
神
話
を
育
ん
だ
新
石
器

時
代
の
農
耕
民
の
豊
餞
の
信
仰
に
も
さ
か
の
ぼ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
無
為
の
哲
学
に
し
．
て
も
、
風
土
的
自
然
と
四
季
の
変
化
に
逆
ら
わ
れ
な
か
っ

た
農
耕
者
の
知
恵
が
基
礎
に
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
よ
ト
つ
。
と
い
っ
て
、
自
然
や
四
季
を
支
配
す
る
の
は
『
詩
経
』
の
詩
人
た
ち
や
孔
子
・
孟

子
が
考
え
た
よ
う
な
天
で
な
い
。
老
子
に
あ
っ
て
は
天
も
無
為
で
あ
る
。
「
天
は
長
く
地
は
久
し
。
天
地
は
能
く
長
く
且
つ
久
し
き
所
以
の
者
は
、

其
の
自
ら
生
き
ん
と
せ
ざ
る
を
以
て
な
り
」
　
（
第
七
章
）
と
い
う
よ
う
に
、
天
地
が
長
久
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
み
ず
か
ら
生
き
よ
う
と
す
る
意

識
が
な
い
、
つ
ま
り
無
為
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。
老
子
の
無
の
哲
学
は
天
の
思
想
に
触
発
さ
れ
て
生
ま
れ
た
可
能
性
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
種
子

は
天
以
前
の
も
の
、
農
耕
の
文
化
の
な
か
で
胚
胎
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
老
子
は
農
耕
の
生
活
を
背
景
と
し
て
生
ま
れ
た
神
話
的
な
水
の
始
原
を
哲
学
化
、
「
無
形
」
と
し
て
の
無
の
宇
宙
論
を
唱
え

た
と
の
推
察
が
ゆ
る
さ
れ
よ
う
。
世
界
は
水
に
は
じ
ま
る
と
い
う
宇
宙
生
成
に
つ
い
て
の
理
論
は
水
・
火
・
木
・
金
・
土
の
順
序
を
と
る
洪
範七
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の
五
行
説
（
『
書
経
』
洪
範
篇
）
や
水
か
ら
の
人
間
の
生
成
を
説
く
『
管
子
』
の
水
地
篇
に
も
み
ら
れ
る
な
ど
、
中
国
思
想
の
古
層
を
流
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
老
子
の
無
に
は
晦
渋
さ
が
つ
き
ま
と
う
。
し
か
し
、
そ
の
起
源
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
古
代
の
水
の
宇
宙
論
に
行
き
着
く
。
そ
れ
は

農
耕
民
の
生
産
と
生
活
・
に
密
着
し
た
生
の
思
想
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
大
地
を
耕
す
こ
と
の
な
か
っ
た
老
子
に
は
、
無
為
と
い
っ
た
逆

説
的
な
哲
学
で
し
か
語
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

農
耕
文
化
を
基
礎
と
す
る
水
の
宇
宙
論
は
世
界
的
な
広
が
り
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
で
は
水
の
神
マ
ル
ド
ゥ
ク
を
二
分

t
て
天
と
地
が
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
神
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
前
述
の
「
創
世
記
」
も
こ
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
神
話
に
さ
か
の
ぼ
れ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
聖
ギ
リ
シ
ア
の
最
初
の
自
然
学
者
タ
レ
ス
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
水
を
始
原
と
す
る
宇
宙
論
も
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
水
の
神
話
に

由
来
す
る
と
推
察
さ
れ
て
い
聖
ト
・
ア
ペ
イ
ロ
ン
を
始
原
と
す
る
宇
宙
論
を
唱
え
た
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
は
タ
レ
ス
の
弟
子
、
ト
・
ア
ペ

イ
ロ
ン
は
水
の
ア
ル
ケ
t
を
批
判
的
に
受
け
止
め
て
生
み
出
さ
れ
た
ア
ル
ケ
ー
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
以
前

に
議
論
し
ね
。

二
　
『
荘
子
』
の
無
1
「
万
物
斉
同
」
　
の
宇
宙
論

荘
子
は
殿
の
遺
民
で
あ
る
宋
国
の
蒙
の
人
、
前
四
世
紀
後
半
を
生
き
た
。
老
子
よ
り
も
後
輩
、
孟
子
と
重
な
る
時
代
の
人
間
で
あ
る
。
荘
子

に
は
楚
の
威
王
か
ら
宰
相
の
誘
い
が
あ
っ
た
が
そ
れ
を
断
わ
り
、
蒙
の
地
の
漆
園
を
管
理
す
る
の
役
人
を
し
た
ほ
か
は
、
悠
々
自
適
の
生
活
を

楽
し
ん
で
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
荘
子
が
著
わ
し
た
と
さ
れ
て
き
た
『
荘
子
』
は
内
篇
、
外
篇
、
雑
篇
に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
う

ち
荘
子
じ
し
ん
の
手
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
は
内
篇
、
つ
ま
り
遭
遥
遊
・
斉
物
論
・
養
生
主
・
人
間
世
・
徳
充
符
・
大
宗
師
・
応
帝
王
の



各
篇
、
外
篇
と
雑
篇
の
多
く
は
荘
子
学
派
の
人
々
に
よ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。

荘
子
は
老
子
の
道
の
哲
学
を
継
承
、
無
為
の
思
想
を
う
け
つ
い
だ
。
荘
子
も
人
間
の
理
想
を
、
「
茫
然
と
し
て
塵
垢
の
外
に
彷
復
し
、
無
為
の

業
に
遭
遥
す
」
（
大
宗
師
篇
）
と
い
う
。
な
に
も
考
え
ず
に
、
俗
塵
の
世
の
外
に
身
を
お
き
、
無
為
の
ま
ま
に
遭
遥
す
る
。
政
治
の
む
り
か
た
に

つ
い
て
も
、
「
物
の
自
然
に
順
ひ
て
、
私
を
容
る
る
無
く
ん
ば
、
而
ち
天
下
治
ま
ら
ん
」
　
（
応
帝
王
篇
）
と
い
う
。
自
然
に
し
た
が
い
私
心
を
さ

し
は
さ
ま
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
、
天
下
は
自
然
に
お
さ
ま
る
。

し
か
し
、
荘
子
は
老
子
が
無
為
の
根
拠
と
し
た
宇
宙
生
成
論
的
な
無
は
う
け
い
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
始
原
の
存
在
に
つ
い
て
、
斉
物
論
篇
は
、

「
始
な
る
者
有
り
。
未
だ
始
よ
り
始
有
ら
ざ
る
者
有
り
。
未
だ
始
よ
り
夫
の
未
だ
始
よ
り
始
有
る
有
ら
ざ
る
も
の
有
ら
ず
と
い
ふ
者
有
り
」
七

い
う
。
始
め
が
あ
れ
ば
、
そ
の
前
に
、
「
ま
だ
始
め
が
な
か
っ
た
時
」
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
「
『
ま
だ
始
め
が
な
か
っ
た
時
』
が
な

か
っ
た
時
」
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
始
原
は
か
ぎ
り
な
い
過
去
に
遡
行
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
真
の
始
原

を
つ
き
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

老
子
は
始
原
を
無
と
し
た
の
だ
か
ら
、
お
な
じ
議
論
は
無
に
も
な
り
た
つ
。
前
の
文
に
つ
づ
け
て
荘
子
は
い
う
。
「
有
な
る
者
有
り
。
無
な
る

者
有
り
。
未
だ
始
よ
り
有
無
せ
ざ
る
者
有
り
。
未
だ
始
よ
り
夫
の
未
だ
始
よ
り
有
無
せ
ざ
る
も
の
有
ら
ざ
る
者
有
り
」
。
有
が
あ
れ
ば
、
有
の
な

か
っ
た
状
態
で
あ
る
無
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
前
に
「
無
の
な
か
っ
た
状
態
」
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
「
『
無

の
な
か
っ
た
状
態
』
が
な
か
っ
た
状
態
」
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
無
に
つ
い
て
も
、
無
限
遡
行
を
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
究
極
の
始
原

と
し
て
の
無
を
措
定
す
る
こ
と
で
き
な
い
。

荘
子
が
無
為
の
根
拠
と
し
た
の
は
、
宇
宙
の
始
原
で
は
な
く
、
現
実
に
存
在
す
る
現
象
世
界
、
つ
ま
り
「
物
」
の
世
界
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ

ん
、
荘
子
に
と
っ
て
も
意
志
を
も
た
な
い
「
物
」
は
無
為
、
．
「
天
地
は
無
為
な
り
」
　
（
至
楽
篇
）
で
あ
る
。
同
時
に
、
人
間
の
理
想
も
無
為
、
人

為
の
否
定
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
物
に
は
賢
と
愚
、
美
と
醜
、
善
と
悪
と
い
っ
た
よ
う
な
差
別
は
あ
り
え
な
い
。
だ
か
ら
、
荘
子
に
と
つ

九



○

て
「
無
為
」
　
で
あ
る
こ
と
は
「
万
物
斉
同
」
、
こ
の
　
「
万
物
斉
同
」
を
荘
子
は
原
理
に
す
え
た
。
老
子
と
の
比
較
で
い
え
ば
、
老
子
は
差
別
的
な

物
は
無
か
ら
の
分
化
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
と
し
た
が
、
荘
子
に
は
差
別
は
人
間
の
人
為
に
よ
る
と
見
た
の
で
あ
る
。
有
と
無
の
差
別
さ
え
な
く
、

し
た
が
っ
て
、
無
か
ら
有
の
生
成
論
は
無
意
味
と
な
か
。

一
般
的
に
い
え
ば
、
二
物
は
彼
に
非
ざ
る
無
く
、
物
は
是
に
非
ざ
る
無
し
」
　
（
斉
物
論
篇
）
、
物
が
ど
う
見
え
る
か
は
見
る
人
間
の
立
場
に
よ
っ

て
異
な
る
。
「
天
地
は
一
指
な
り
、
万
物
は
一
馬
な
り
」
、
極
大
の
も
の
と
極
小
の
も
の
の
あ
い
だ
に
さ
え
、
本
質
的
な
差
別
が
な
い
。
同
様
に

し
て
、
宇
宙
と
自
己
と
も
斉
同
、
「
万
物
は
我
と
一
た
り
」
　
（
斉
物
論
篇
）
、
人
間
と
万
物
は
一
体
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
荘
子
に
と
っ
て
道
が
　
「
万
物
斉
同
」
　
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
道
は
物
が
物
と
し
て
あ
る
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
る
。

知
北
遊
篇
で
は
、
東
郭
子
と
い
う
男
の
、
道
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
．
の
問
い
に
、
「
在
ら
ざ
る
所
無
し
」
、
と
答
え
、
も
っ
と
具
体
的
に
と
の

問
い
に
は
、
「
蟻
蟻
（
ケ
テ
や
ア
リ
）
　
に
在
り
」
　
「
梯
稗
（
シ
イ
ナ
や
ヒ
エ
）
　
に
在
り
」
　
「
瓦
鷲
（
瓦
や
瓶
）
）
　
に
在
り
」
、
そ
し
て
つ
い
に
は
　
「
尿

溺
　
（
糞
尿
）
　
に
在
り
」
　
と
答
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
道
の
理
解
に
た
つ
荘
子
は
　
「
一
」
　
の
解
釈
に
つ
い
て
も
老
子
と
は
違
っ
て
く
る
。
老
子
に
と
っ
て
一
は
始
原
の
無
と
は
ほ
と
ん

ど
同
意
義
に
つ
か
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
無
と
の
一
体
化
の
意
味
で
、
「
聖
人
は
一
を
抱
き
」
　
（
第
二
十
二
章
、
第
十
章
に
も
）
と
の
べ
て

い
た
。
そ
れ
を
荘
子
も
引
用
す
る
が
、
荘
子
に
と
つ
て
の
一
は
「
万
物
斉
同
」
で
あ
る
渾
一
体
、
人
為
の
加
わ
ら
な
い
未
分
化
の
統
一
体
と
い

う
意
味
で
の
　
「
一
」
　
で
あ
る
。

こ
の
無
と
一
に
つ
い
て
の
べ
た
こ
と
は
、
つ
ま
り
老
子
と
荘
子
と
の
あ
い
だ
に
見
ら
れ
た
相
違
は
　
「
揮
沌
」
　
の
理
解
の
し
か
た
に
も
み
と
め

ら
れ
る
。
老
子
に
は
世
界
の
始
原
が
混
沌
だ
っ
た
が
、
荘
子
に
は
こ
の
世
界
そ
の
も
の
が
揮
沌
、
「
万
物
斉
同
」
　
の
謂
で
っ
か
わ
れ
る
。
そ
れ
が
、

応
帝
王
篇
の
最
後
に
あ
げ
ら
れ
る
　
「
揮
沌
」
　
の
寓
話
。
南
海
の
帝
の
債
と
北
海
の
帝
の
忽
は
中
央
の
帝
の
揮
沌
に
も
て
な
さ
れ
た
が
、
滞
沌
に

は
人
間
の
よ
う
な
耳
・
目
・
鼻
が
な
い
、
そ
こ
で
揮
沌
に
も
て
な
さ
れ
た
修
と
忽
は
毎
日
ひ
と
つ
ず
つ
穴
を
開
け
て
耳
・
目
・
鼻
を
つ
く
っ
て



や
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
死
ん
で
し
ま
う
。
分
別
さ
れ
な
い
　
「
万
物
斉
同
」
　
の
世
界
こ
そ
が
理
想
で
あ
る
こ
と
を
か
た
る
。

同
様
の
こ
と
は
気
に
つ
い
て
も
な
り
た
つ
。
気
の
観
念
は
戦
国
時
代
以
降
に
学
派
を
問
わ
ず
流
行
す
る
の
で
あ
っ
て
、
老
子
も
万
物
の
生
成

を
元
気
か
ら
陰
陽
の
気
が
分
離
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
荘
子
は
、
世
界
に
存
在
す
る
万
物
に
は
本
質
的
に
差
別

が
な
い
こ
と
の
根
拠
を
気
に
も
と
め
よ
う
と
し
た
。
「
天
下
を
通
じ
て
一
気
の
み
」
　
（
知
北
遊
篇
）
　
で
あ
る
。
人
間
も
気
か
ら
の
構
成
物
、
「
人
の

生
は
気
の
衆
ま
れ
る
な
り
。
衆
ま
れ
ば
則
ち
生
と
為
り
、
散
ず
れ
ば
則
ち
■
死
と
為
る
。
若
し
生
死
、
徒
た
ら
ば
、
吾
又
何
を
か
患
へ
ん
。
故
に

万
物
は
一
な
り
」
（
知
北
遊
篇
）
と
も
い
う
。
生
と
死
の
相
対
性
さ
え
が
気
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
気
と
一
体
と
な
㌢
」
と
が

人
間
の
理
想
、
無
為
自
然
の
姿
で
あ
る
。
荘
子
は
「
万
物
は
我
と
一
た
り
」
　
（
斉
物
論
篇
）
と
い
う
が
、
お
な
じ
意
味
で
　
「
造
物
者
と
人
と
為
り

て
天
地
の
一
気
に
遊
ぶ
」
　
（
大
宗
師
篇
）
と
も
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
荘
子
が
つ
か
う
「
造
物
著
し
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
は
異
質
の
も
の
、

道
の
擬
人
的
表
現
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
神
が
こ
の
世
界
か
ら
超
越
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
道
は
物
そ
の
も
の
、
内
的
存
在
と

さ
れ
た
。

荘
子
は
老
子
の
哲
学
を
受
け
つ
い
だ
の
だ
が
、
全
面
的
に
受
け
つ
い
だ
の
で
は
な
か
っ
た
。
二
人
は
あ
わ
せ
て
老
荘
と
称
さ
れ
、
道
家
の
哲

学
者
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
宇
宙
論
的
な
い
し
は
認
識
論
的
に
み
る
と
、
そ
こ
に
は
明
白
な
相
違
点
が
存
在
す
る
。
宇
宙
生
成
論
に
依
拠
し
た
老

子
に
た
い
し
て
、
荘
子
は
現
前
す
る
事
物
に
た
つ
。
老
子
の
時
間
的
な
認
識
に
た
い
し
て
荘
子
の
そ
れ
は
空
間
的
な
認
識
と
い
え
よ
う
。
そ
の

か

よ
う
な
こ
と
か
ら
、
荘
子
の
哲
学
は
老
子
と
独
立
に
成
立
し
た
と
の
見
方
も
さ
れ
る
。
た
だ
、
事
物
を
生
成
か
ら
説
明
す
る
神
話
的
認
識
か
ら

現
象
の
関
係
を
問
お
う
と
す
る
科
学
に
む
か
っ
た
人
類
の
知
の
歴
史
を
反
省
す
れ
ば
、
老
子
の
哲
学
か
ら
荘
子
の
哲
学
へ
の
展
開
は
自
然
な
知

の
発
展
史
と
い
え
よ
う
。

そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
後
漢
代
以
降
に
中
国
に
伝
え
ら
れ
た
仏
教
が
中
国
人
の
心
を
惹
き
つ
け
る
よ
う
に
な
る
。
大
乗
仏
教
の
中
心
的
な
教

理
で
あ
る
空
が
道
家
の
無
を
と
お
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
わ
け
て
も
、
荘
子
が
万
物
斉
同
と
し
て
と
ら
え
た
無
は
『
般
若
経
』
　
の



一
切
を
縁
起
の
は
た
ら
き
と
見
る
空
の
境
地
に
通
ず
る
と
み
ら
れ
た
。
『
捏
察
経
』
で
説
か
れ
た
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
の
精
神
は
、
■
『
荘
子
』

知
北
遊
篇
で
説
か
れ
た
道
の
「
在
ら
ざ
る
所
無
し
」
と
重
ね
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
中
国
に
は
小
乗
仏
教
で
は
な
く
大
乗
仏
教
が
広
く

浸
透
し
た
大
き
な
理
由
が
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
浄
土
教
と
禅
宗
が
中
国
に
深
く
根
を
お
ろ
し
た
の
も
こ
の
よ
う
な
道
家
の
思
想
的

咄
〃

土
壌
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
が
た
困
。

三
　
『
准
南
子
』
の
無
　
－
　
自
然
学
の
成
立

■
　
荘
子
か
ら
三
〇
〇
年
ほ
ど
く
だ
っ
た
前
漢
代
に
准
南
王
で
あ
っ
た
劉
安
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
推
南
子
』
の
な
か
に
、
当
時
の
道
家
の
哲

学
的
見
解
が
収
め
ら
れ
て
い
た
。
劉
安
は
高
祖
・
劉
邦
の
孫
、
准
南
（
准
河
の
南
の
九
江
郡
で
、
い
ま
の
安
徽
省
北
部
、
戦
国
時
代
は
楚
の
領

地
）
　
の
王
と
な
っ
た
が
、
謀
反
の
罪
に
問
わ
れ
て
自
殺
す
る
。
そ
の
劉
安
が
多
く
の
食
客
を
あ
つ
め
て
つ
く
っ
た
『
准
南
子
』
は
哲
学
、
天
文

地
理
学
、
歴
史
、
神
話
伝
説
な
ど
を
ふ
く
む
百
科
全
書
的
な
書
物
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
儒
家
、
法
家
を
ふ
く
む
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
が
混
在
、
そ
れ
ゆ
え
雑
家
の
書
と
さ
れ
て
い
る
が
、
全
体
的
に
は
道
家
の
思
想
が
濃
厚

で
あ
り
、
道
に
た
い
す
る
見
解
の
特
徴
は
、
老
子
と
荘
子
を
統
一
的
に
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
巻
頭
の
原
道
訓
は
、
「
夫
れ
道
は
天
を
覆

い
地
を
載
せ
、
四
方
を
廊
り
、
八
極
に
析
け
、
高
き
こ
と
際
む
べ
か
ら
ず
、
深
き
こ
と
測
る
可
か
ら
ず
。
天
地
を
包
裏
し
、
無
形
に
菓
授
す
る
」

と
書
き
出
す
。
道
は
宇
宙
全
体
を
包
み
込
む
と
と
も
に
、
無
形
な
も
の
に
形
を
付
与
す
る
こ
と
で
万
物
を
生
み
だ
す
。
『
推
南
子
』
の
道
は
荘
子

の
　
「
万
物
斉
同
」
的
な
道
と
老
子
の
無
か
ら
の
宇
宙
生
成
的
な
道
を
包
括
的
に
と
ら
え
る
。
道
は
時
間
的
空
間
的
な
広
が
り
を
も
つ
と
い
え
る

の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
、
ほ
ん
ら
い
空
間
的
な
広
が
り
を
意
味
し
た
「
宇
宙
」
に
つ
い
て
、
斉
俗
訓
で
は
「
往
古
来
今
、
之
を
宙
と

謂
ひ
、
四
方
上
下
、
之
を
字
と
謂
ふ
。
道
は
其
の
間
に
在
り
て
、
其
の
所
を
知
る
美
し
」
と
の
べ
て
い
た
。
「
宙
」
は
時
間
的
な
延
長
、
「
宇
」



は
空
間
的
な
広
が
り
、
あ
わ
せ
て
「
宇
宙
」
は
時
間
か
つ
空
間
的
な
広
が
り
で
あ
る
と
解
釈
し
、
道
は
そ
の
よ
う
な
「
宇
宙
」
に
浸
透
し
て
い

る
と
い
う
。
こ
の
宇
宙
の
理
解
の
仕
方
が
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
相
対
性
理
論
的
な
宇
宙
に
か
よ
う
の
は
面
白
い
。

も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
は
宇
宙
に
か
ん
す
る
議
論
が
詳
細
に
な
っ
た
点
に
あ
る
。
老
子
の
宇
宙
生
成
論
と
荘
子
の
「
万
物
斉
同
」
を
継
承
し
な

が
ら
」
具
体
的
な
宇
宙
の
生
成
と
構
造
が
語
ら
れ
る
よ
ケ
に
な
る
。
宇
宙
生
成
論
か
ら
見
て
お
こ
う
。

『
准
南
子
』
も
「
無
形
は
物
の
太
祖
な
り
」
　
（
原
道
訓
）
と
も
い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
「
無
形
」
は
老
子
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
た
だ

無
と
も
称
さ
れ
、
「
有
は
無
よ
り
生
じ
、
実
は
虚
よ
り
出
ず
」
　
（
同
）
と
も
の
べ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
ば
か
ら
は
、
ビ
レ
ン
キ
ン
の
無
か
ら
の
宇

宙
創
造
を
ス
テ
イ
ー
ヴ
ン
・
W
・
ホ
ー
キ
ン
グ
が
虚
時
間
に
よ
っ
て
説
明
を
し
た
の
を
想
起
す
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
無
は
一
と
も

さ
れ
た
。
「
所
謂
無
形
と
は
、
一
の
謂
な
り
」
と
の
べ
る
が
、
こ
れ
も
老
子
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
文
訓
に
は
「
道
は
一
に
始

ま
る
も
、
一
に
し
て
は
生
ぜ
ず
。
故
に
分
れ
て
陰
陽
と
為
り
、
陰
陽
合
和
し
て
、
万
物
生
ず
。
散
に
日
く
、
一
は
二
を
生
じ
、
二
は
三
を
生
じ
、

三
は
万
物
を
生
ず
」
と
老
子
の
生
成
論
を
揚
げ
、
精
神
訓
に
も
「
一
、
二
を
生
じ
、
二
、
三
を
生
じ
、
三
、
万
物
を
生
ず
。
万
物
、
陰
を
背
に

し
て
陽
を
抱
き
、
神
気
以
て
和
を
為
す
」
と
あ
る
。
宇
宙
創
成
論
に
か
ん
し
て
『
推
南
子
』
は
老
子
を
全
面
的
に
う
け
つ
い
で
い
る
。

傲
真
訓
は
無
と
の
関
係
か
ら
世
界
の
始
ま
り
を
論
ず
る
。
「
始
な
る
者
有
り
。
未
だ
始
よ
り
、
始
有
る
こ
と
、
有
ら
ざ
る
者
有
り
。
未
だ
始
よ

り
、
夫
の
未
だ
始
よ
り
有
る
有
ら
ざ
る
こ
と
こ
と
、
有
ら
ざ
る
者
有
り
」
と
の
べ
、
つ
づ
け
て
、
「
有
な
る
者
有
り
。
無
な
る
者
有
り
。
未
だ
始

よ
り
、
無
有
る
こ
と
、
有
ら
ざ
る
者
有
り
。
未
だ
始
よ
り
、
夫
の
未
だ
始
よ
り
無
有
る
有
ら
ざ
㌢
」
と
、
有
ら
ざ
る
者
有
り
」
と
い
う
。
す
で

に
見
た
『
荘
子
』
の
斉
物
論
の
始
め
と
無
の
議
論
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
『
准
南
子
』
は
荘
子
と
は
ち
が
っ
て
無
の
始
原
と
み
と
め
よ
う

と
す
る
。
老
子
の
主
張
に
た
ち
か
え
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
天
文
訓
で
膚
、
天
地
の
創
成
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
説
明
が
み
と
め
ら
れ
る
。
「
天
墜
未
だ
あ
ら
ざ
る
と
き
、
礪
礪
選
翼
、
洞
洞
清
濁

た
り
。
故
に
太
始
と
日
ふ
。
太
始
、
虚
渇
を
生
じ
、
虚
軍
■
宇
宙
を
生
じ
、
宇
宙
気
を
生
ず
。
気
に
涯
墳
有
り
。
清
陽
な
る
者
は
、
薄
靡
し
て



四

天
と
為
り
、
重
濁
な
る
者
は
、
凝
滞
し
て
地
と
為
る
」
。
天
墜
は
天
地
、
礪
翼
、
．
洞
満
は
混
沌
の
状
態
の
形
容
、
虚
雷
、
宇
宙
は
空
無
の
状
態
を

あ
ら
わ
す
。
こ
こ
で
の
宇
宙
は
前
述
の
斉
俗
訓
の
宇
宙
と
は
異
な
り
、
空
間
的
な
宇
宙
を
意
味
す
る
。
そ
の
宇
宙
か
ら
気
が
生
じ
、
気
は
陰
陽

に
分
化
、
上
下
に
分
離
、
凝
集
し
て
天
と
地
が
形
成
さ
れ
た
。
さ
ら
に
気
か
ら
は
日
月
星
辰
を
は
じ
め
と
す
る
万
物
が
生
成
さ
れ
た
。

つ
づ
け
て
、
『
港
南
子
』
は
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
天
地
万
物
の
具
体
的
な
構
造
の
説
明
に
つ
と
め
る
。
そ
の
宇
宙
構
造
論
と
し
て
採
用
さ
れ
る

の
は
蓋
天
説
、
天
は
円
形
で
地
は
方
形
、
い
わ
ゆ
る
天
円
地
方
の
宇
宙
で
あ
る
。
天
文
訓
と
地
形
訓
に
は
、
天
の
大
き
さ
、
高
さ
、
大
地
の
大

き
さ
な
ど
の
天
文
地
理
、
あ
る
い
は
気
象
な
ど
の
自
然
現
象
が
詳
述
さ
れ
る
。

こ
れ
は
哲
学
的
議
論
と
い
う
よ
り
も
科
学
的
議
論
と
い
っ
て
ま
い
。
老
子
や
荘
子
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
段
階
、
中
国
に
お
け
る
自

然
学
の
成
立
を
こ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、
『
准
南
子
』
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
こ
の
自
然
学
と
く
に
宇
宙
構
造
論
が
荘
子
の
万
物
斉
同
的
な
道
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
天
地
の
構
造
が
明
確
に
な
る
と
と
も
に
、
天
と
人
の
相
似
性
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
間
は
小
宇

宙
と
み
ら
れ
る
。
精
神
訓
に
は
、
「
精
神
は
天
よ
り
受
く
る
所
に
し
て
、
形
体
は
地
よ
り
稟
く
る
所
な
り
」
、
「
頭
の
円
な
る
や
、
天
に
象
り
、
足

の
方
な
る
や
、
地
に
象
る
」
　
と
あ
る
。
人
間
の
精
神
と
肉
体
は
天
と
地
に
対
応
、
肉
体
に
つ
い
て
い
え
ば
、
頭
は
天
に
足
は
地
に
対
応
す
る
。

気
に
よ
る
天
と
人
の
統
一
だ
け
で
な
く
、
形
態
的
に
も
天
と
人
は
不
可
分
、
万
物
斉
同
が
宇
宙
と
人
間
の
あ
い
だ
に
も
敷
延
さ
れ
た
と
い
っ
て

よ
い
。宇

宙
と
人
間
の
斉
同
性
は
そ
の
起
源
に
も
み
と
め
ら
れ
る
。
『
准
南
子
』
も
宇
宙
は
無
か
ら
形
成
さ
れ
た
と
す
る
が
、
「
太
初
に
は
、
人
は
無

に
生
ま
れ
、
有
に
形
す
」
　
（
詮
言
訓
）
　
と
の
べ
る
よ
う
に
、
人
間
も
無
か
ら
生
ま
れ
た
と
見
て
い
た
。
天
人
相
関
は
空
間
的
に
だ
け
で
な
く
、
時

周
的
に
も
成
立
す
る
。

『
准
南
子
』
が
も
っ
と
も
道
家
的
で
あ
る
の
は
、
無
為
を
老
子
と
荘
子
か
ら
継
承
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
「
無
為
に
し
て
之
を
為
し
て
道
に
合
」



（
原
道
訓
）
　
す
る
の
で
あ
っ
て
、
「
人
、
無
為
な
れ
ば
則
ち
治
ま
り
、
有
為
な
れ
ば
則
ち
傷
つ
く
。
無
為
な
れ
ば
而
ち
治
ま
る
と
は
、
無
を
載
せ

れ
ば
な
り
」
　
（
説
山
訓
）
。
道
に
し
た
が
う
と
は
、
無
為
で
あ
る
こ
と
、
無
を
体
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
精
神
訓
は
、
道
を
会
得
し

た
至
人
に
つ
い
て
　
「
大
廓
の
字
に
処
り
、
無
極
の
野
に
遊
び
、
太
皇
に
登
り
、
．
太
一
に
濁
り
、
天
地
を
掌
握
の
中
に
玩
ぶ
」
と
い
う
。
「
大
廓
の

宇
」
と
は
大
宇
宙
の
こ
と
。
こ
こ
に
は
、
「
無
」
　
と
の
一
体
化
を
理
想
と
し
た
老
子
的
な
理
解
と
万
物
斉
同
の
荘
子
的
な
理
解
が
包
括
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
も
時
間
的
か
つ
空
間
的
な
無
為
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
れ
と
と
も
に
、
無
為
も
新
し
い
意
味
で
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
惰
務
訓
で
は
、
無
為
で
あ
る
人
間
は
「
寂
然
と
し
て
声
無
く
、
漠

然
と
し
て
動
か
ず
、
之
を
引
け
ど
も
来
ら
ず
、
之
を
推
せ
ど
も
往
か
」
な
い
人
間
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
正
し
く
な
い
と
力

説
、
そ
う
で
は
な
く
、
無
為
と
は
自
然
に
し
た
が
っ
て
行
動
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
の
べ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
「
夫
の
火
を
以
て
井
を
燃
や
し
、

涯
を
以
て
山
に
濯
ぐ
が
若
き
は
、
此
れ
己
を
用
ひ
て
自
然
に
背
く
も
の
、
故
に
之
を
有
為
と
謂
ふ
。
夫
の
水
に
舟
を
用
ひ
、
抄
に
鳩
を
用
ひ
、

泥
に
輪
を
用
ひ
、
山
に
素
を
用
ひ
、
夏
は
演
に
し
て
冬
は
陵
に
し
、
高
き
に
因
り
て
田
と
為
し
、
下
き
に
因
り
て
池
と
為
す
が
若
き
雪
此
れ

吾
が
所
謂
之
を
為
す
に
非
ず
」
。
火
で
井
戸
を
乾
か
し
た
り
、
准
河
で
山
を
潅
概
す
る
こ
と
は
自
然
に
反
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
無
為
の
逆
の
有
為

で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
川
に
は
舟
を
つ
か
い
、
砂
漠
で
は
鳩
（
小
車
）
を
用
い
、
■
泥
地
に
は
輪
（
そ
り
）
を
走
ら
せ
、
山
中
で
は
素
（
か

ご
）
を
か
り
る
、
雨
の
多
い
夏
に
は
潰
（
み
ぞ
）
　
に
水
を
流
し
、
雨
の
少
な
い
冬
に
は
陵
（
貯
水
池
）
に
水
を
蓄
え
、
高
い
と
こ
ろ
を
利
し
て

田
を
つ
く
り
、
低
い
と
こ
ろ
を
利
し
て
池
を
つ
く
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
　
「
為
す
に
非
ず
」
、
つ
ま
り
無
為
の
こ
と
で
あ
る
。
自
然
の
あ
る
が

ま
ま
の
状
態
に
さ
か
わ
ら
な
い
、
そ
れ
が
無
為
で
あ
る
。
．
老
子
が
　
「
万
物
の
自
然
　
（
無
為
の
こ
と
）
」
　
（
第
六
十
四
章
）
　
と
い
い
、
荘
子
が
　
「
天

地
は
無
為
」
　
（
至
楽
）
　
と
い
う
よ
う
に
、
ほ
ん
ら
い
無
為
で
あ
る
天
地
・
万
物
に
従
う
こ
と
が
無
為
な
の
で
あ
る
。

無
為
に
は
新
し
い
性
格
が
付
与
さ
れ
た
。
物
と
し
て
の
自
然
と
の
関
係
で
、
技
術
の
観
点
か
ら
無
為
が
と
ら
え
ら
れ
る
。
反
文
明
へ
の
回
帰

の
逆
、
文
明
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
老
子
や
荘
子
と
は
分
か
れ
る
。
農
業
を
基
盤
と
し
な
が
ら
も
、
潅
漑
や
農
器
具
の
冶
金
な
ど五
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の
技
術
を
背
景
に
萌
芽
し
た
思
想
と
い
え
よ
う
。
煉
丹
術
も
そ
の
よ
う
な
技
術
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
届
家
と
共
通
の
文
化
的
土
壌
地

に
生
ま
れ
た
道
教
と
む
す
び
つ
い
て
、
不
老
長
生
の
た
め
の
仙
術
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
無
為
は
自
然
に
た
い
す
る
合
理
的
理
解
と
表
裏
の
関
係
で
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
、
「
自
然
」
　
の
意
味
に
も

変
化
が
み
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
無
為
」
と
同
意
義
で
あ
っ
た
「
自
然
」
は
新
た
な
意
味
を
獲
得
す
る
。
原
道
訓
が
「
夫
れ
渾
樹
の
水
に

根
ざ
し
、
木
樹
の
土
に
根
ざ
し
、
鳥
の
虚
を
排
し
て
飛
び
、
獣
の
実
を
疏
ん
で
走
■
り
、
蚊
龍
の
水
居
し
、
虎
豹
の
山
居
す
る
は
、
天
地
の
性
な

り
。
両
木
の
相
摩
し
て
燃
え
、
金
火
の
相
守
り
て
流
れ
、
員
（
円
）
き
者
の
常
に
転
じ
、
寮
　
（
空
）
な
る
者
の
主
と
し
て
浮
か
ぶ
は
、
自
然
の

勢
い
な
り
」
と
い
う
と
き
の
「
自
然
の
勢
い
」
は
「
天
地
の
性
」
と
ほ
と
ん
ど
同
義
、
「
自
然
」
は
天
地
万
物
、
自
然
界
の
意
味
を
お
び
て
く
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
『
推
南
子
』
に
特
有
と
い
う
も
の
で
な
く
、
時
代
の
趨
勢
で
あ
っ
た
。
『
推
南
子
』
に
見
ら
れ
た
「
自
然
」
　
の
意
味
の
変

㈹

容
は
古
代
中
国
に
見
ら
れ
た
一
般
的
な
自
然
意
識
の
変
容
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
超
自
然
的
な
存
在
で
あ
っ
た
天
が
物
理
萬
な
対
象
と
考
え
ら
れ
、

一
方
で
、
天
が
「
自
然
」
と
同
一
視
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
と
も
一
連
の
現
象
で
あ
ろ
か
。

こ
の
「
自
然
」
が
も
つ
意
味
の
変
容
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
に
も
見
ら
れ
た
。
ギ
リ
シ
．
ア
語
の
ピ
ユ
シ
ス
p
h
y
s
i
s
も
「
本
性
」
つ
ま
り
「
生
ま

れ
た
ま
ま
の
も
の
」
で
あ
っ
た
の
が
、
自
然
物
・
自
然
界
の
意
味
で
つ
か
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
訳
語
と
し
て
採
用
さ
れ
た
ラ
テ
ン
語

n
り

の
ナ
ト
ウ
ー
ラ
n
a
t
u
r
a
も
似
た
歴
史
を
も
つ
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
中
国
の
場
合
と
お
な
じ
よ
う
に
、
工
業
化
に
む
か
う
社
会
の
変

化
を
反
映
し
た
自
然
観
の
変
容
が
読
み
と
れ
よ
う
。
こ
の
点
で
も
、
ナ
ト
ク
ー
ラ
に
由
来
す
る
ネ
イ
チ
ェ
ア
t
n
a
t
u
r
e
な
ど
の
訳
語
に
自
然
を

あ
て
た
の
は
じ
つ
に
適
訳
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
中
国
と
並
行
す
る
の
は
こ
こ
ま
で
、
創
造
主
で
あ
る
神
が
登
場
す
る
キ
リ
ス
ト
教
で
は
新
し
い
自
然
の
相
が
あ
ら
わ
れ
る
。
『
旧
約

聖
書
』
創
世
記
で
は
、
自
然
は
神
の
創
造
物
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
間
に
搾
取
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
の
が
神
の
意
志
で
あ
る
と
主
張
さ
れ

て
い
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
こ
と
こ
そ
が
中
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
自
然
観
と
の
分
岐
点
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
経
験
に
依
存
し
た
技



術
に
か
ん
し
て
、
中
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
で
は
本
質
的
な
差
異
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
ヨ
ー
ロ
．
ツ
パ
の
近
代
化
に
も
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と

に
な
か
中
国
の
技
術
の
歴
史
が
教
え
て
く
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
国
と
が
決
定
的
に
分
か
れ
る
の
は
一
七
世
紀
に
な
っ
て
自

然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
た
科
学
が
誕
生
、
そ
れ
が
自
然
の
制
御
の
た
め
に
意
識
的
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
で
あ

り
、
こ
の
科
学
の
技
術
へ
の
応
用
が
広
い
分
野
で
す
す
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
九
世
親
か
ら
で
あ
る
。
■

四
　
む
す
ぴ

二
つ
の
大
戦
を
経
験
し
た
二
〇
世
紀
の
前
半
に
は
、
な
お
科
学
の
発
展
が
人
間
の
進
歩
の
条
件
と
見
ら
れ
、
技
術
へ
の
応
用
に
は
軍
事
技
術

を
ふ
く
め
て
大
き
な
期
待
が
よ
せ
ら
れ
て
い
た
。
科
学
の
振
興
に
力
を
注
ぐ
こ
と
が
近
代
国
家
の
条
件
と
も
み
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
技

術
の
平
和
的
利
用
に
比
重
が
移
さ
れ
た
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
、
環
境
の
汚
染
や
地
球
の
温
暖
化
、
自
然
環
境
の
破
壊
や
生
物
種
の
絶
滅
な
ど

生
態
学
的
・
全
人
類
的
な
危
機
の
問
題
が
大
き
く
浮
上
す
る
。
人
類
が
そ
れ
ま
で
経
験
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
新
た
な
危
機
に
襲
わ
れ
は
じ
め

た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
ビ
ッ
グ
バ
ン
説
を
誕
生
さ
せ
た
相
対
性
理
論
と
原
子
核
物
理
学
の
研
究
は
原
爆
の
開
発
に
つ
な
が
り
、
二
〇
数

万
人
の
非
戦
闘
員
を
殺
教
し
た
の
ち
に
も
は
る
か
に
強
力
な
水
爆
が
開
発
さ
れ
そ
の
大
量
の
製
造
が
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
現
在
で
も
地
球
の

全
住
人
が
瞬
時
に
滅
ぼ
さ
れ
る
恐
怖
に
晒
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
科
学
技
術
に
た
い
す
る
き
び
し
い
反
省
と
批
判
が
と
め
ら
れ
る
の
は
当
然

で
あ
っ
た
。
自
然
の
支
配
者
と
な
っ
た
人
間
が
自
然
か
ら
逆
襲
を
う
け
は
じ
め
た
。
科
学
と
い
う
知
と
科
学
技
術
に
よ
る
有
と
い
う
も
の
は
単

純
に
は
喜
べ
な
い
の
だ
。

道
家
の
も
と
め
た
理
想
は
こ
の
知
と
有
の
時
代
の
対
極
に
あ
っ
た
。
『
老
子
』
は
「
小
国
寡
民
」
　
（
第
八
十
章
）
を
理
想
と
し
、
舟
や
車
、
甲

や
兵
器
を
必
要
と
は
し
な
い
浄
朴
な
社
会
に
つ
い
て
語
る
。
『
荘
子
』
も
、
理
想
の
生
活
を
「
薮
沢
に
就
き
、
間
境
に
処
り
、
魚
を
間
処
に
釣
る七
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は
、
無
為
な
る
の
み
。
此
れ
紅
海
の
士
、
世
を
避
く
る
の
人
、
間
暇
な
る
者
の
好
む
所
な
り
」
　
（
刻
意
）
と
記
す
。
無
為
の
生
活
と
は
、
人
の
住

ま
な
い
片
田
舎
の
静
か
な
場
所
で
釣
り
を
楽
し
む
よ
う
な
暮
ら
し
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
道
家
の
反
文
明
と
自
然
へ
の
回
帰
の
思
想
は
山
野
に

身
を
隠
し
て
、
山
水
に
遊
ぶ
隠
者
を
支
え
る
思
想
と
な
っ
た
。
四
世
紀
に
現
わ
れ
た
竹
林
の
七
賢
が
そ
う
で
あ
り
、
彼
ら
に
つ
づ
い
て
登
場
す

る
陶
淵
明
や
謝
霊
運
も
道
家
の
精
神
を
う
け
つ
い
だ
詩
人
で
あ
っ
た
掛
、
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
に
も
そ
の
支
持
者
を
広
め
て

い
る
。し

か
し
、
よ
り
原
理
的
に
は
道
家
の
思
想
か
ら
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
ら
が
人
間
の
知
的
な
営
み
を
批
判
的
に
問
う
と
し
て
い
た
点

に
あ
る
、
と
私
は
思
う
。
し
か
も
、
と
く
に
惹
か
れ
る
の
は
老
子
も
荘
子
も
知
に
否
定
的
で
あ
り
な
が
ら
、
知
的
な
人
間
で
あ
っ
た
と
い
う
点

で
あ
る
。
も
っ
と
も
知
的
な
営
み
で
あ
る
言
葉
を
尊
重
し
て
き
た
の
も
老
子
や
荘
子
だ
っ
た
。
「
学
を
断
て
ば
憂
え
無
し
」
　
（
第
二
十
章
）
と
か
、

「
知
る
も
の
は
言
わ
ず
、
言
う
も
の
は
知
ら
ず
」
　
（
第
五
十
六
章
）
と
考
え
て
い
た
老
子
も
そ
れ
を
こ
と
ば
に
語
り
、
『
老
子
』
　
の
よ
う
な
著
作

を
残
す
。
荘
子
も
、
「
至
言
は
言
を
去
る
」
　
（
知
北
遊
篇
）
と
い
い
な
が
ら
、
言
を
尽
く
し
て
み
ず
か
ら
の
哲
学
を
語
ろ
う
と
す
る
。
「
無
為
」
や

「
自
然
」
　
に
つ
い
て
の
主
張
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
意
志
と
言
葉
を
所
有
す
る
人
間
は
ほ
ん
ら
い
矛
盾
的
で
あ
る
こ
と
を
み
ず
か
ら
の
生
き
方

で
示
し
て
い
た
の
で
も
あ
る
。

道
家
の
哲
学
の
魅
力
は
こ
う
し
て
人
間
の
本
質
を
説
こ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
説
く
と
い
う
こ
と
が
矛
盾
で
あ
る
こ
と

を
認
め
な
が
ら
も
そ
れ
を
説
く
。
矛
盾
性
が
人
間
の
本
質
で
あ
る
の
だ
。
だ
が
、
道
家
は
そ
こ
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
。
老
子
は
自
己
を
ふ
く
む

万
物
の
始
原
で
あ
る
無
の
宇
宙
生
成
論
に
よ
っ
て
、
荘
子
は
宇
宙
の
な
か
の
万
物
が
斉
同
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
知
を
も
つ
自
己
で

あ
る
人
間
を
無
の
宇
宙
の
な
か
に
解
消
す
る
こ
と
で
矛
盾
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
。
無
の
哲
学
は
宇
宙
論
で
あ
る
こ
と
で
完
結
さ
せ
よ
う
と
し

て
い
る
の
だ
。

そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
科
学
と
い
う
知
の
あ
り
か
た
を
ど
う
反
省
す
べ
き
な
の
か
。
も
ち
ろ
ん
現
代
の
問
題
を
科
学
だ
け
に
収
赦
さ
せ
て



考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
現
代
を
考
え
る
た
め
に
は
、
科
学
を
生
み
出
し
た
人
間
の
知
の
あ
り
か
た
か
ら
考
え
直
さ
ね
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
つ
温
り
は
、
道
家
の
哲
学
的
な
視
力
を
回
復
す
る
こ
と
、
自
然
へ
の
回
帰
や
農
業
の
も
つ
意
味
を
探
る
だ
け
で
な
く
、
知

の
本
性
を
根
源
か
ら
問
い
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て
、
知
を
否
定
す
る
こ
と
だ
け
で
は
問
題
の
解
明
に
も
、
ま
し
て
は
解
決

の
道
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
始
原
の
無
か
ら
万
物
を
考
え
直
し
た
老
子
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
万
物
の
斉
同
性
か
ら
人
間
社

会
を
見
直
そ
う
と
し
た
荘
子
の
よ
う
に
、
汀
れ
わ
れ
は
少
な
く
と
も
、
人
間
を
地
球
と
生
命
を
ふ
く
む
宇
宙
論
的
な
視
点
か
ら
現
代
の
科
学
技

術
社
会
の
あ
り
か
ら
見
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
人
間
の
倣
慢
さ
を
心
底
か
ら
反
省
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
意

味
で
、
二
〇
世
紀
の
科
学
が
達
成
し
た
宇
宙
論
と
と
も
に
、
道
家
の
宇
宙
論
を
学
ぶ
意
義
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
道
の
追
求
を
怠
る
な
ら
ば
、
人
類
は
そ
れ
こ
そ
「
無
」
　
の
淵
に
滅
び
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
道
家
の
思
想
は
そ
の
楓
源
的
な
と
こ
ろ

で
な
お
生
命
力
を
維
持
し
て
い
る
の
だ
。
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ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
　
『
告
白
』
　
二
一
・
七
。

荒
川
紘
『
科
学
と
科
学
者
の
条
件
』
海
鳴
社
、
一
九
八
九
年
、
一
〇
九
ペ
ー
ジ
以
下
。

荒
川
紘
　
「
陰
陽
論
」
　
『
形
の
文
化
誌
8
』
工
作
社
、
二
〇
〇
一
年
。

森
三
樹
三
郎
『
無
の
思
想
』
講
談
社
、
一
九
六
九
年
、
二
二
ペ
ー
ジ
。

栗
田
直
窮
『
中
国
思
想
に
お
け
る
自
然
と
人
間
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
二
一
〇
ペ
ー
ジ
。

S
・
H
・
フ
ッ
ク
『
オ
リ
エ
ン
ト
の
神
話
と
聖
書
』
吉
田
泰
訳
、
山
本
書
店
、
一
九
七
八
年
、
■
一
七
七
ペ
ー
ジ
以
下
。

九
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G
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・
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M
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S
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i
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守
害
C
邑
訂
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的
竜
訂
r
払
〉
C
a
m
b
r
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d
g
e
U
・
P
・
－
篭
り
V
p
・
芦

前
掲
『
科
学
と
科
学
者
の
条
件
』
九
一
ペ
ー
ジ
以
下
。

森
三
樹
三
郎
『
無
の
思
想
』
講
談
社
、
一
九
六
九
年
、
四
．
一
ペ
ー
ジ
以
下
。

金
谷
治
『
推
南
子
の
思
想
』
講
談
社
、
一
九
九
七
年
、
一
四
三
ペ
ー
ジ
。

森
三
樹
三
郎
『
老
子
・
荘
子
』
講
談
社
、
一
九
九
四
年
、
三
八
一
以
下
。

前
掲
『
准
南
子
の
思
想
』
同
個
所
。

S
・
W
・
ホ
ー
キ
ン
グ
『
ホ
ー
キ
ン
グ
、
宇
宙
を
語
る
』
林
一
訳
、
早
川
書
房
、
一
九
八
九
年
、
二
五
五
ペ
ー
ジ
以
下
。

笠
原
伸
二
『
中
国
人
の
自
然
観
と
美
意
識
』
創
文
社
、
一
九
八
二
年
、
三
七
ペ
ー
ジ
以
下
。

荒
川
紘
「
天
の
思
想
」
『
静
岡
大
学
人
文
学
部
論
集
』
第
五
十
一
号
の
二
、
二
〇
〇
一
年
。

坂
本
賢
三
「
「
自
然
」
の
自
然
史
」
『
講
座
現
代
の
思
想
4
・
自
然
と
反
自
然
』
弘
文
堂
、
一
九
七
七
年
。

付
記

私
が
静
岡
大
学
で
道
家
に
接
し
た
の
は
二
三
四
年
前
、
旧
教
養
部
の
自
主
セ
ミ
ナ
ー
・
科
学
史
で
福
永
光
司
の
『
荘
子
』
∴
中
公
新
書
）
を
テ
キ
ス
ト
に
と
り
あ
げ

た
と
き
で
あ
っ
た
。
科
学
史
の
セ
ミ
ナ
ー
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
荘
子
が
ど
う
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
か
、
は
っ
き
粧
し
た
こ
と
は
想
い
起
こ
せ
な
い
が
、
テ
ー

マ
は
学
生
と
の
話
し
合
い
で
決
め
て
い
た
か
ら
、
学
生
の
希
望
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
こ
ろ
の
私
の
関
心
は
車
の
技
術
史
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
れ
で
も
、
と
き
に
は
深
夜
ま
で
も
つ
づ
く
、
楽
し
い
セ
ミ
ナ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
よ
く
覚
え
て
い
る
。
不
消
化
の
と
こ
ろ
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
荘

子
の
雰
囲
気
は
つ
か
め
た
と
思
う
。

二
度
目
は
そ
れ
か
ら
一
〇
年
ほ
ど
後
、
人
文
学
部
に
移
っ
て
卒
論
を
担
当
し
て
い
た
と
き
、
二
人
の
学
生
が
そ
れ
ぞ
れ
老
子
と
韓
非
子
を
テ
ー
マ
に
選
ん
だ
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
と
き
も
私
が
薦
め
た
の
で
は
な
い
。
韓
非
子
に
は
『
老
子
』
の
注
釈
書
が
あ
る
な
ど
老
子
と
の
関
係
が
深
い
と
い
う
こ
と
で
、
『
老
子
』
を
輪
講
形
式
で
読



む
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
、
卒
論
の
ま
と
め
に
入
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ま
で
に
も
老
子
に
目
を
通
す
機
会
は
あ
っ
た
が
、
韓
非
子
は
名
前
し
か
知
ら
な
か
っ
た
。
正
直
の

と
こ
ろ
ま
っ
た
く
手
探
り
の
指
導
、
と
い
う
よ
り
も
、
韓
非
子
に
つ
い
て
は
学
生
か
ら
教
え
て
も
ら
う
ほ
う
が
多
か
っ
た
。

そ
し
て
、
学
生
と
の
つ
き
あ
い
で
は
三
度
目
と
な
る
が
、
昨
年
の
一
〇
月
か
ら
の
人
間
学
演
習
Ⅱ
で
道
家
の
思
想
を
あ
つ
か
っ
た
。
テ
キ
ス
ト
は
森
三
樹
三
郎
の
『
「
無
」

の
思
想
』
、
今
回
は
私
が
決
め
た
。
講
義
や
演
習
に
つ
か
う
テ
ー
マ
が
枯
渇
、
道
家
に
ま
で
手
を
広
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
数
年
大
学
院
を
ふ
く
め

て
九
、
一
〇
本
の
講
義
と
演
習
を
担
当
し
て
い
る
が
、
お
な
じ
学
生
が
受
講
を
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
内
容
を
重
複
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
、
学
部

専
門
の
講
義
と
演
習
で
は
新
し
い
科
目
も
加
わ
る
の
で
、
昨
年
も
い
く
つ
か
の
新
し
い
テ
ー
マ
を
捜
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
古
代
中
国
思
想
の
道
家
を
選
ん
だ
の
か
。
中
国
の
科
学
史
に
は
関
心
が
あ
り
、
本
誌
に
も
「
天
の
思
想
史
」
を
寄
せ
て
い
た
の
だ
が
、
道
家
の

や
っ
か
い
さ
は
承
知
し
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、
学
生
と
の
つ
き
あ
い
の
お
陰
で
、
多
少
は
道
家
に
馴
染
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
が
、
道
家
を
選
ぼ
う
と
し
た
ひ
と

つ
の
理
由
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
私
が
専
攻
す
る
科
学
史
と
の
関
連
で
知
と
い
う
も
の
の
性
格
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
知
と
は
別
の
観
点
か
ら
考
え
て
み
た

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
．
科
学
史
と
は
「
知
の
探
求
」
な
の
だ
。
そ
し
て
、
演
習
の
準
備
を
し
な
が
ら
私
の
頭
に
蘇
っ
て
き
た
の
は
、
ロ
ス
ア
ラ
モ
ス
研
究
所
長
と
し
て

原
爆
製
造
を
指
導
し
な
が
ら
水
爆
の
開
発
に
は
強
く
反
対
し
た
物
理
学
者
の
J
・
・
R
・
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
が
、
一
八
四
七
年
に
お
こ
な
っ
た
講
演
で
、
「
物
理
学
は
罪

を
知
っ
た
の
だ
が
、
な
お
こ
の
罪
あ
る
物
理
学
を
捨
て
て
は
な
ら
な
い
」
、
と
の
べ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
（
「
現
代
世
界
に
お
け
る
物
理
学
」
『
原
子
力
は
誰
の
も
の
か
』

美
作
太
郎
・
矢
島
啓
二
訳
、
中
央
公
論
社
、
一
九
五
七
年
）
。
こ
の
現
代
科
学
に
た
い
す
る
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
の
問
題
意
識
は
老
子
や
荘
子
の
知
に
た
い
す
る
態
度
と

重
な
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
わ
け
て
キ
原
水
爆
の
開
発
の
後
に
起
っ
た
爆
発
的
な
科
学
技
術
の
拡
大
と
そ
れ
に
よ
る
自
然
環
境
と
人
間
精
神
の
破
壊
を
考
え
た

と
き
、
自
然
と
人
間
の
哲
学
を
そ
の
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
か
ら
追
求
し
た
道
家
を
学
ぶ
意
味
は
十
分
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
私
の
個
人
的
な
事
情
と
動
機
か
ら
生
ま
れ
た
演
習
で
あ
っ
た
が
、
気
持
ち
良
く
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
か
ら
の
留
学
生
も
参

加
し
て
く
れ
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
科
学
を
専
攻
す
る
学
生
で
あ
る
が
、
現
代
に
お
け
る
東
洋
思
想
の
意
義
を
考
え
て
み
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
よ
く
書
か
れ
た
レ
ポ
ー

ト
を
提
出
し
、
し
ば
し
ば
核
心
を
衝
い
た
質
問
も
す
る
。
そ
れ
に
触
発
も
さ
れ
て
、
日
本
人
の
学
生
も
討
論
に
積
極
的
に
な
っ
て
く
れ
た
の
は
あ
り
が
た
か
っ
た
。
と

く
に
無
為
の
意
味
と
可
能
性
を
め
ぐ
つ
て
は
活
発
な
議
論
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
私
は
ど
れ
だ
け
説
得
力
の
あ
る
説
明
が
で
き
た
か
。
私
の
準
備
不
足
も
あ
っ
た
し
、



時
間
も
足
り
な
か
っ
た
。

本
稿
は
、
こ
の
演
習
を
お
ぎ
な
う
補
講
の
つ
も
り
で
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
要
点
は
、
宇
宙
論
的
な
観
点
か
ら
無
と
無
為
の
ア
ポ
リ
ア
を
捉
え
直
せ
ば
、
道

家
の
思
想
の
本
質
が
見
え
て
く
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
今
回
の
演
習
に
参
加
し
て
く
れ
た
学
生
諸
君
だ
け
で
な
く
、
『
荘
子
』
を
一
緒
に
読
ん
だ
学
生
や
老
子
と
韓

非
子
を
卒
論
に
と
り
あ
げ
た
旧
学
生
の
諸
氏
に
も
見
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。


