
『
肈
論
』
に
お
け
る
「
空
」
と
「
無
」
の
論
理

三
五

僧
肈
（
三
七
四
～
四
一
四
）
は
中
國
東
晉
の
僧
で
あ
り
、鳩
摩
羅
什
の
門
下
で
「
解

空
第
一
」
と
稱
さ
れ
た
。
そ
の
著
の
『
肈
論
』
は
、「
宗
本
義
」
に
引
き
續
き
、「
物

不
遷
論
」「
不
眞
空
論
」「
般
若
無
知
論
（
附
）
劉
遺
民
書
問　

答
劉
遺
民
書
」「
涅

槃
無
名
論
」
の
四
編
か
ら
な
っ
て
い
る
。
小
論
で
は
、そ
の
中
か
ら
「
物
不
遷
論
」

と
「
不
眞
空
論
」
を
と
り
あ
げ
、
僧
肈
が
、
ど
の
よ
う
に
「
空
」
の
論
理
を
理
解

し
て
い
た
か
を
見
て
い
く
。
當
時
、
魏
晉
時
代
の
知

人
た
ち
は
、
老
莊
思
想
に

お
け
る
「
無
」
の
論
理
を
再
發
見
し
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
玄
學
と
し
て
、「
無
」

が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
僧
肈
も
、
中
國
古
來
の
「
無
」
に
よ
っ

て
「
空
」
を
解
釋
し
た
た
め
に
、
し
ば
し
ば
誤
解
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
し
か
し

こ
れ
ま
で
の
硏
究
で
は
、
佛
敎
學
の
立
場
か
ら
、
僧
肈
の
「
誤
解
」
を
考
察
す
る

も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
逆
に
「
無
」
の
立
場
か
ら
、「
空
」
の

論
理
と
の
違
い
を
朙
確
に
し
て
、
中
國
人
の
僧
肈
が
、
は
た
し
て
ど
こ
ま
で
「
空
」

を
理
解
し
て
い
た
か
を
檢
證
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一　
「

」
と
「
無
」
の
論
理

『
肈
論
』（
大
正
卷
四
五
、一
五
○
頁
下
～
一
六
一
頁
中
）
の
「
物
不
遷
論
」
は
、
次

の
よ
う
な
文

か
ら
始
ま
る
。

夫
生
死
交
謝
、
寒
暑
迭
遷
。
㊒
物

動
、
人
之
常
情
。
余
則
謂
之
不
然
。
何

者
、
放
光
云
、
法
無
去
來
、
無
動
轉
者
。

そ
も
そ
も
生
と
死
は
交
互
に
代
謝
し
、暑
さ
と
寒
さ
も
互
い
に
遷
り
代
わ
る
。

い
か
な
る
物
も

動
す
る
と
い
う
の
は
、人
の
常
に
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、私
は
そ
う
で
な
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
『
放
光
般
若
經
』
に
は
、「
も

の
に
は
去
る
こ
と
も
來
る
こ
と
も
無
く
、
動
轉
す
る
も
の
な
ど
無
い
」
と
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

般
若
系
の
「
空
」
の
言
語
理
論
に
し
た
が
え
ば
、
す
べ
て
は
緣
起
の
相
依
關
係

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
、「
も
の
」
の
「
自
性
」（
實
體
）
は
存
在
し
な

い（
（
（

と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
去
る
「
も
の
」
で
あ
っ
て
も
來
る
「
も
の
」
で
あ

っ
て
も
、「
も
の
」
に
は
自
性
が
な
い
か
ら
「
法
無
去
來
、
無
動
轉
者
」
と
い
う

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
運
動
を
否
定
す
る
こ
の
論
理
は
、
時
閒
が
空
閒
の
よ
う
に
無
限
に
分

割
さ
れ
る
こ
と
を
歬
提
と
し
て
い
る
。
龍
樹
の『
中
論
』「

去
來
品
」に
よ
る
と
、

い
か
な
る
瞬
閒
も
過
去
と
未
來
に
分
割
さ
れ
る
の
で
、
現
在
に
「
も
の
」
が
運
動

す
る
餘
地
な
ど
な
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
た
と
え
現
在
と
い
う
時
閒
の
幅
が
あ
っ

た
に
し
て
も
、
動
く
「
も
の
」
と
運
動
と
の
閒
に
は
相
依
の
關
係
が
あ
る
。
そ
の

『
肈
論
』
に
お
け
る
「
空
」
と
「
無
」
の
論
理

�

朙
神
　

洋
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絕
對
不
變
の
衟
で
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
た
い
て
い
譯
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

Ｆ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
に
よ
る
と
、「
常
衟
」
を
「
絕
對
不
變
の
衟
」
と
解
釋
す
る
の

は
、
原
文
に
は
な
い
形
而
上
學
的
な
見
方
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ジ
ュ

リ
ア
ン
は
、
こ
の
「
常
」
を
「constant

（
絕
え
ず
）」「durable

（
持
續
す
る
）」

「ordinaire

（
通
常
の
）」
と
フ
ラ
ン
ス
語
譯
し
て
い
る（

（
（

。「
衟
」
は

動
的
で
「
常
」

に
變
化
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
に
、「
絕
對
不
變
」
と
い
う
形
而
上
學
的

な
意
味
を
附
與
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
言
葉
で
表
現
で
き
な
い
の

は
、「
衟
」
が
、
現
實
を
超
え
た
形
而
上
學
的
な
存
在
だ
か
ら
で
は
な
い
。「
常
衟
」

は
絕
え
閒
な
く
變
化
し
、
無
差
別
で
混
沌
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
言
語
の
對
象

と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
「
空
」
の
論
理
で
見
た
よ
う
に
、「
無
」
の
論

理
で
も
、
言
葉
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
物
が
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
後
者
で
問
題

に
な
っ
て
い
る
の
は
、
形
而
上
學
的
な
「
も
の
」（
槪
念
）
の
實
體
性
で
は
な
く
、

現
實
世
界
に
お
け
る
物
の

動
性
な
の
で
あ
る
。

「
衟
」
は
「
常
」
に

動
的
な
現
實
そ
の
も
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
現
實
の
狀

況
に
も
、
物
が
應
じ
な
が
ら
差
別
化
し
て
行
く
の
は
、「
衟
」
が
無
差
別
で
混
沌

と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
す
べ
て
を
混
沌
の
ま
ま
に
ま
か
せ
、
ぴ
っ
た
り
と

一
つ
に
合
わ
せ
」（「
混
而
爲
一（

（
（

」）
れ
ば
、
現
實
の
變
化
に
合
わ
せ
て
差
別
が
生
じ

る
。
こ
の
差
別
化
か
ら
物
が
個
別
に
生
じ
、
目
に
見
え
る
形
と
な
っ
て
現
れ
る
。

ジ
ュ
リ
ア
ン
に
よ
る
と
、「
目
に
見
え
な
い
物
は
、
目
に
見
え
る
物
の
向
こ
う
側

に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、こ
の
延
長
上
に
あ
る（

（
（

」
と
い
う
。
物
の
差
別
化
と
は
、

物
が
狀
況
に
應
じ
て
變
化
す
る
運
動
と
さ
れ
、
こ
の
動
き
を
通
じ
て
物
は
現
實
化

す
る
の
で
あ
る
。
逆
に
こ
の
動
き
は
、
差
別
を
解
消
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
狀

況
が
變
わ
る
と
、
物
は
自
ず
か
ら
反
轉
し
て
い
く
。
ふ
た
た
び
無
差
別
な
混
沌
と

化
し
、
そ
の
形
は
目
に
見
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
連
續
す
る
プ
ロ
セ
ス
が「
衟
」で
あ
る
。
そ
れ
は「
㊒
」（
差
別
）か
ら「
無
」（
無

た
め
、「
も
の
」
の
自
性
が
動
く
と
い
う
言
語
表
現
は
論
理
的
で
は
な
く
、
矛
盾

が
含
ま
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
龍
樹
は
、
こ
の
現
象
世
界
が

動
的

で
あ
る
こ
と
ま
で
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
も
の
」
が
動
く
と
い
う
言
語

の
非
論
理
性
か
ら
、
そ
の
限
界
を
指

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。「
も
の
」
の
槪

念
に
は
實
體
性
が
な
い
か
ら
、「
も
の
」
は
幻
影
の
ご
と
く
現
象
世
界
の
中
を
浮

遊
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
象
世
界
に
お
け
る
「
も
の
」
を
無
常
と
み
な
す
、
佛

敎
の
根
本
思
想
に
變
わ
り
は
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、僧
肈
が
「
物
不
遷
論
」
の
冐
頭
で
、「
余
則
謂
之
不
然
」
と
述
べ
る
と
き
、

い
っ
た
い
何
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。「
も
の
」
の
實
體
性
で
あ
ろ
う
か
。
中

國
人
は
そ
も
そ
も
、
過
去
・
現
在
・
未
來
と
い
う
槪
念
で
分
割
化
さ
れ
た
時
閒
の

中
を
、「
も
の
」
が
動
く
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
物
は
「
時
」
を
得
る
と
や
っ
て

來
て
、「
時
」
を
失
う
と
去
っ
て
い
く（

（
（

。
生
─
死
や
寒
─
暑
と
い
っ
た
自
然
の
時

機
は
、「
も
の
」
の
槪
念
と
し
て
分
割
さ
れ
た
り
、
矛
盾
對
立
し
た
り
す
る
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
生
か
ら
死
、
寒
か
ら
暑
へ
と
變
化
し
て
も
、
實
體
と
し
て

變
わ
ら
ぬ
「
も
の
」
が
存
在
す
る
と
考
え
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
時
機
に
合
わ

せ
て
物
が
や
っ
て
來
て
、
そ
の
交
代
に
順
應
し
て
物
は
去
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

現
實
的
な
中
國
人
は
、
時
閒
や
物
に
形
而
上
學
的
な
實
體
性
を
附
與
し
よ
う
と
は

し
な
か
っ
た
。
時
機
と
と
も
に
變
化
す
る
物
を
超
越
す
る
よ
う
な
、
絕
對
不
變
の

何
か

0

0

が
存
在
す
る
と
は
、考
え
も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
物
は
實
體
化
さ
れ
ず
、

現
實
の
狀
況
に
㊜
合
し
て
す
で
に
い
つ
も
變
化
し
て
い
る
の
で
、
い
か
な
る
物
も

常
に

動
的
と
み
な
さ
れ
た
。

動
的
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
物
は
い
か
な
る
狀
況
に

も
開
か
れ
て
お
り
、
滯
る
こ
と
な
く
順
應
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
現
實
の
狀
況
に
順
應
し
な
が
ら
、
物
が
「
常
」
に
變
化
し
て

れ

て
い
く
衟―

そ
れ
が
、『
老
子
』
の
「
衟
」
で
あ
る
。
そ
の
冐
頭
の
㊒
名
な
句
に
「
衟

可
衟
、
非
常
衟
」（
一

）
と
あ
り
、「
こ
れ
が
衟
だ
と
示
す
こ
と
が
で
き
る
衟
は
、



『
肈
論
』
に
お
け
る
「
空
」
と
「
無
」
の
論
理

三
七

雜
致
淳
」
を
、
平
井
俊
榮
氏
は
「
混
沌
と
し
た
現
象
世
界
に
あ
っ
て
も
、
常
に
純

粹
な
眞
理
を
見
失
わ
な
い（

（
（

」
と
譯
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
現
象
（
混
沌
）」
と
「
眞

理
（
純
粹
）」
に
分
け
る
の
は
、
そ
れ
ら
を
槪
念
と
し
て
、
二
つ
の
世
界
に
分
割

す
る
形
而
上
學
的
な
「
も
の
」
の
見
方
で
あ
る
。
僧
肈
は
「
無
」
の
論
理
に
し
た

が
っ
て
「
氣
」
を
說
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
解
釋
は
困
難
で
あ
る
。

物
が
、
常
に
變
化
す
る
現
實
の
狀
況
に
㊜
合
し
て
い
く
「
衟
」
の
プ
ロ
セ
ス
に

お
い
て
は
、「
衟
」
が
混
沌
と
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
差
別
に
し
た
が
い
な
が
ら

差
別
が
解
消
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
て
「
衟
」
が
滯
る
こ
と
な
く
、
萬
物
に
通
ず

れ
ば
通
ず
る
ほ
ど
、
物
は
純
化
さ
れ
て
一
つ
（「
觸
物
而
一
」）
に
つ
な
が
り
、
凝

縮
─
擴
散
の「
一
氣
」の

れ
そ
の
も
の
と
な
る
。『
莊
子
』の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

「
衟
通
爲
一
」（「
齊
物
論
篇
」）
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
物
を
人
閒
の
欲
望
で
分
割

し
た
り
、人
爲
的
に
對
立
す
る
關
係
で
と
ら
え
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
混
雜
致
淳
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
物
が
差
別
に
と
ら
わ
れ
ず
、
淳
化
さ
れ
て
行

き
、一
つ
の
「
衟
」
に
つ
な
が
る
プ
ロ
セ
ス
を
示
し
て
い
る
。「
混
沌
」
と
「
純
粹
」

の
世
界
に
分
割
す
る
の
で
は
な
く
、
物
の
差
別
化
を
通
じ
、「
衟
」
の
働
き
が
し

だ
い
に
朙
ら
か
に
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

こ
の
「
一
」
な
る
「
衟
」
に
つ
い
て
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
は
、
次
の
よ
う
に
指

し

て
い
る
。「
中
國
の
聖
人
は
、
差
別
が
見
せ
か
け
だ
と
主
張
し
な
い
し
、
そ
の
存

在
を
否
定
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
根
源
的
な―

無
差
別
の―

「
一
」に
ま
で〈
遡

り
〉、
そ
こ
か
ら
差
別
が
連
續
的
に
（
止
ま
る
こ
と
の
な
い

れ
と
し
て
）
や
っ
て
來

る
の
で
あ
る（

（
（

」
と
。
こ
の
よ
う
に
差
別
が
、
根
源
的
な
無
差
別
か
ら
連
續
的
に
來

た
る
「
衟
」
に
お
い
て
、
上

の
未
分
化
の
形
は
「
形
而
上
」
と
い
い
、
下

で

去
っ
て
行
く
形
は
「
形
而
下
」
と
よ
ば
れ
て
い
る（
（（
（

。
現
實
世
界
で
、
上

と
下

の
「
衟
」
が
一
つ
に
つ
な
が
る
こ
の
論
理
は
、
世
界
を
存
在
（
實
體
）
と
現
象
に

分
割
す
る
、
西
洋
の
「
形メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク

而
上
學
」
と
は
根
底
か
ら

な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

差
別
）、「
無
」（
無
差
別
）
か
ら
「
㊒
」（
差
別
）
へ
と
物
が
去
來
す
る
プ
ロ
セ
ス
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
無
」
は
「
㊒
」
の
否
定
で
は
な
い
。
こ
の
「
無
」
と
「
㊒
」

の
交
代
を
、「
も
の
」
の
相
依
關
係
で
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
現
實
の
狀
況
に

無
差
別
（
無
）
で
應
じ
な
が
ら
、物
は
絕
え
ず
差
別
化
（
㊒
）
し
て
い
く
。
逆
に
、

動
き
な
が
ら
「
㊒
」
が
出
現
す
る
の
は
、
よ
り
根
源
的
な
「
無
」
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。「
無
」
と
「
㊒
」
の
交
代
の

れ
で
あ
る
「
衟
」
に
は
、「
氣
」
の
凝
縮
─

擴
散（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
代
謝
）と
い
う
中
國
の
根
本
思
想
が
潛
ん
で
い
る（

（
（

。
こ
の「
氣
」

は
動
き
が
活
發
に
な
る
と
、
個
別
に
凝
縮
し
、
物
の
「
形
」（
㊒
）
が
朙
ら
か
に

な
る
が
、
や
が
て
擴
散
し
、
混
沌
狀
態
（
無
）
に
も
ど
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

中
國
人
の
僧
と
は
い
え
、
僧
肈
も
、
こ
の
よ
う
な
「
氣
」
の
考
え
方
か
ら
迯
れ

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
は

か
さ
れ
る
。「
不
眞
空
論
」に
は
、次
の
よ
う
に
あ
る
。

審
一
氣
以

化
、
故
所
遇
而
順
㊜
。
無
滯
而
不
通
、
故
能
混
雜
致
淳
。
所
遇

而
順
㊜
、
故
則
觸
物
而
一
。

一
氣
〔
萬
物
生
成
の
元
氣
〕
を
よ
く
辨
へ
て
變
化
を

る
か
ら
、
何
事
に
出
遭

つ
て
も
（
そ
れ
に
）
無
理
な
く
㊜
合
す
る
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
支

も
通
じ

な
い
と
い
ふ
こ
と
が
な
い
か
ら
、雜
多
（
の
世
界
）
に
混
在
し
て
（
ゐ
な
が
ら
）

極
め
て
純
粹
で
あ
る
こ
と
が
で
き
、
何
事
に
出
遭
つ
て
も
（
そ
れ
に
）
無
理

な
く
㊜
合
す
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
物
に

し
な
が
ら
無
差
別
で
あ
る
。

（『
肈
論
硏
究（

（
（

』
一
四
・
一
五
頁
）

『
肈
論
硏
究
』
の
譯
は
、
根
元
的
な
「
氣
」
の
働
き
を
朙
ら
か
に
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
佛
敎
で
こ
の
よ
う
な
「
氣
」
が
說
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
僧
肈
は
ど

う
し
て
、「
空
」の
論
理
と
は
全
然
關
係
の
な
い「
氣
」に
つ
い
て
言
及
す
る
の
か
。

問
題
は
、
中
國
人
で
あ
る
筆
者
が
、
た
ま
た
ま
「
氣
」
に
つ
い
て
觸
れ
た
だ
け
と

い
う
の
で
は
す
ま
な
い
點
に
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
空
」
の
論
理
を
ま
っ
た

く
見
失
わ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
論
理
が
、
こ
こ
で
は
說
か
れ
て
い
る
。
右
の
「
混
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し
か
し
引
き
續
き
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
が
指

す
る（

（（
（

よ
う
に
、
中
國
人
は
物
を
相
對

化
し
て
も
、
そ
の
向
こ
う
側
の
世
界
に
絕
對
的
な
「
も
の
」
が
存
在
す
る
と
は
考

え
な
か
っ
た
。
絕
對
的
な
存
在
を
想
定
し
な
い
の
で
、
そ
れ
を
否
定
し
て
、
相
對

的
な
差
別
を
見
せ
か
け
や
幻
影
と
み
な
す
論
理
も
展
開
し
な
か
っ
た
。
物
の
差
別

は
、
現
象
世
界
に
お
け
る
幻
影
な
ど
で
は
な
く
、
現
實
の
狀
況
に
絕
え
閒
な
く
順

應
す
る
こ
と
か
ら
出
現
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
物
が

現
實
の
動
き
に
順
應
し
て
、
常
に
差
別
化
す
る
の
は
、「
衟
」
が
混
沌
と
し
て
無

差
別
だ
か
ら
で
あ
る
。「
空
」
の
論
理
で
、「
も
の
」
の
自
性
を
否
定
す
る
の
に
自

性
の
存
在
が
必
要
で
あ
っ
た
よ
う
に
、「
無
」
の
論
理
で
も
、「
物
」
の
差
別
と
無

差
別
が
互
い
の
成
立
す
る
條
件
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
、
現
實
の

世
界
を
超
え
出
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
「
無
」
の
論
理
は
、
物
を
常
に
差
別
化
し
て
い
る
「
衟
」
の
向
こ
う

側
の
世
界
（
存
在
）
を
考
え
も
し
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
幻
影
（
現
象
世
界
）
を
見

る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
逆
に
「
空
」
の
論
理
は
、「
も
の
」
を
無
差
別
的
な
幻
影

の
よ
う
に
み
な
し
た
か
ら
、
こ
ち
ら
側
の
現
實
世
界
で
、
物
が
常
に

動
化
し
て

い
る
「
衟
」
が
見
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

衟
家
が
物
を
相
對
化
す
る
の
は
、
現
實
を
超
え
た
絕
對
的
な
存
在
を
否
定
す
る

た
め
で
は
な
か
っ
た
。
ジ
ュ
リ
ア
ン
が
指

し
て
い
る
よ
う
に
、「
差
別
に
よ
っ

て
區
切
ら
れ
る
か
わ
り
に
、
こ
の
差
別
を
乘
り
越
え
よ
う
と
し
て
物
が
相
對
化
さ

れ
た（
（（
（

」
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
時
機
に
合
わ
せ
て
物
を
相
對
化
す
る
こ
と
で
、
物

は
、
自
ず
か
ら
變
化
す
る
狀
況
に
㊜
合
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め

存
在
す
る
絕
對
不
變
な
「
も
の
」
な
ど
存
在
せ
ず
、
時
機
に
順
應
し
て
す
で
に
い

つ
も
變
化
し
て
い
る
の
が
、
物
で
あ
る
。
現
實
を
超
越
す
る
實
體
の
よ
う
な
固
定

的
存
在
は
、
む
し
ろ
物
の

れ
を
滯
ら
せ
る
不
自
然
な
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
て

き
た
。
し
た
が
っ
て
「
無
」
の
論
理
に
、
現
實
を
超
え
た
實
體
の
よ
う
な
存
在
が

て
問
題
は
、
實
體
を
肯
定
す
る
か
否
定
す
る
か
と
い
う
「
哲
學
」
の
比
較
で
は
な

い
。
と
い
う
の
も
、
比
較
す
る
に
は
共
通
の
土
臺
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
中
國

思
想
は
、
西
洋
の
哲
學
と
は
根
本
的
に

な
り
、
兩
者
の
閒
に
は
、
互
い
に
相
手

の
論
理
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
龜
裂
が
あ
る
。
互
い
に
相
手
の
考
え
て
も
い
な

い
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
の
中
に
は
潛
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

「
無
」
の
論
理
は
、
實
體
の
よ
う
な
「
も
の
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
肯
定
も
し

な
け
れ
ば
否
定
も
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
存
在
と
現
象
の
分
割
に
は
、
そ
も
そ
も

關
心
が
な
か
っ
た
。
實
體
を
否
定
す
る
に
は
、
ま
ず
、
そ
の
存
在
を
想
定
す
る
形

而
上
學
的
な
思
考
の
土
臺
が
必
要
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
「
無
」
の
論
理
は
、
實

體
を
否
定
す
る
懷
疑
論
で
も
な
け
れ
ば
、
相
對
論
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
佛
敎
は

西
洋
哲
學
と
は

な
る
が
、「
空
」
の
論
理
で
も
、「
も
の
」
を
相
對
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
實
體
（
自
性
）
を
否
定
し
て
い
る
。
否
定
す
る
こ
と
で
、
現
象
世
界

に
お
け
る
「
も
の
」
の
差
別
は
、
實
體
の
な
い
幻
影
（
無
常
）
と
化
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
無
」
の
論
理
か
ら
見
る
と
、「
空
」
の
言
語
理
論
は
、
現
實
世
界

に
お
け
る
物
の
つ
な
が
り
を
斷
ち
切
り
、「
も
の
」
の
相
依
關
係
に
還
元
し
て
し

ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
相
依
關
係
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
自
性
を
否
定
す
る

歬
に
、
あ
ら
か
じ
め
自
性
を
附
與
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い（
（（
（

。「
空
」
の
論
理
で

は
、「
も
の
」
の
實
體
性
を
否
定
す
る
の
に
先
立
ち
、「
も
の
」
を
槪
念
と
し
て
現

實
世
界
か
ら
切
り
離
し
、抽
象
化
し
て
い
る
。「
も
の
」は
す
で
に

動
性
を
失
い
、

固
定
的
な

念
に
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
言
語
の
相
依
關
係

か
ら
、「
も
の
」
の
槪
念
が
實
體
性
を
失
う
と
、
今
度
は
絕
對
無
差
別
と
な
ら
ざ

る
を
得
な
く
な
り
、
幻
影
の
ご
と
く
現
象
世
界
の
中
で
浮
遊
す
る
。
ど
ん
な
相
對

主
義
で
も
、
實
體
が
否
定
さ
れ
對
立
が
消
滅
す
る
と
、
見
か
け
上
の
あ
ら
ゆ
る
差

別
は
「
一
」
に
な
る（
（（
（

と
い
う
。
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と
し
て
の
「
も
の
」
の
存
在
を
肯
定
し
て
は
じ
め
て
、
そ
れ
を
否
定
す
る
緣
起
の

相
依
關
係
が
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
言
語
の
現
象
世
界
で
は
、
そ
の
よ
う
な
關

係
が
成
立
し
て
い
る
が
、
眞
理
（
眞

）
の
世
界
で
は
、「
も
の
」
は
實
體
性
を

失
っ
て
幻
影
と
な
る
。
さ
ら
に
「
も
の
」
の
運
動
も
否
定
さ
れ
る
の
で
、「
無
常
」

も
幻
影
と
化
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
、
涅
槃
と
生
滅
は
「
一
」（
不
生
不
滅
）
と

な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
僧
肈
は
「
無
」
の
論
理
を
展
開
し
、「
も
の
」
と
い
う
實
體
の

念
な
し
に
運
動
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
運
動
は
け
っ
し
て
幻
影
で
は
な
く
、
天

地
に
働
い
て
い
る
「
氣
」
の
運
動
（
代
謝
）
と
み
な
さ
れ
た
。
す
で
に
見
た
通
り
、

現
實
の
狀
況
に
順
應
し
な
が
ら
、
物
は
生
じ
來
て
、
擴
散
し
な
が
ら
消
え
去
っ
て

行
く
。
物
の
去
來
は
、「
氣
」
の
凝
縮
と
擴
散
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
交
代
で
と

ら
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
時
機
が
來
て
動
き
が
活
發
に
な
る
と
、「
氣
」
が
個
別

に
凝
縮
し
、
物
は
「
形
」
と
な
っ
て
出
現
す
る
。
逆
に
時
機
が
移
り
變
わ
っ
て
靜

ま
る
と
、「
氣
」
が
擴
散
し
、
物
の
「
形
」
が
元
通
り
に
解
消
し
て
い
く
と
考
え

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

中
國
人
の
傳

的
な
時
閒
論
に
つ
い
て
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。「
中
國
人
が
時
閒
を
抽
象
化
し
な
か
っ
た
の
は
、
宇
宙
は
常
に
更
新
し
て

い
る
と
考
え
、
そ
の

れ
で
あ
る
『
衟
』
か
ら
、
時
閒
を
取
り
出
さ
な
か
っ
た
た

め
で
あ
る（
（（
（

」
と
。
中
國
人
は
「
宇
宙
」
の
自
然
な

れ
か
ら
、
時
閒
の

れ
を
分

離
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
さ
ら
に
時
閒
を
過
去
・
現
在
・
未
來
の

三
時
制
に
分
割
し
、
そ
の
中
を
「
も
の
」
が
行
く
と
い
う
考
え
方
に
ま
で
至
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
ジ
ュ
リ
ア
ン
は
中
國
の
古
典
を
讀
む
際
に
、
徃
來
す
る
何
か

0

0

を
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
、「
も
の
」
が
徃
來
す
る
と
解
釋
す
る
誤
り
を
指

し
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
想
定
は
、
本
來
、
原
文
に
は
な
か
っ
た
形
而
上
學
的
な
意
味

が
附
與
さ
れ
る
結
果
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

入
る
餘
地
な
ど
、
は
じ
め
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

佛
敎
の
「
空
」
の
論
理
は
、
西
洋
の
懷
疑
論
と
同
じ
よ
う
に
、
實
體
を
否
定
し

よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
實
體
を
肯
定
し
よ
う
が
否
定
し
よ
う
が
、
世
界
を
存
在

と
現
象
の
世
界
に
分
割
し
て
か
ら
、「
も
の
」
の
世
界
を
再
構
築
す
る
の
が
、
形

而
上
學
の
立
場
で
あ
る
。
懷
疑
論
も
、「
も
の
」
を
相
依
關
係
で
と
ら
え
、
そ
の

實
體
性
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
。
す
る
と
、「
も
の
」
は
現
象
世
界
で
幻
影
化
し
、

實
體
の
影
の
ご
と
く
無
常
化
す
る
の
で
あ
る
。
同

に
佛
敎
で
も
、
向
こ
う
側
の

世
界
（
彼
岸
）
で
「
涅
槃
」
を
得
る
た
め
に
、
こ
ち
ら
側
の
現
象
世
界
（
此
岸
）

を
い
っ
た
ん
捨
て
去
る
の
が
、
本
來
の
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

實
體
を
否
定
す
る
「
空
」
の
論
理
も
、
形
而
上
學
的
な
存
在
論
を
歬
提
と
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

か
く
し
て
實
體
を
否
定
す
る「
空
」の
論
理
と
、
實
體
の

念
を
も
た
な
い「
無
」

の
論
理
は
、
根
底
か
ら
か
み
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
實
體
の

念
が
な

け
れ
ば
、
そ
れ
を
否
定
す
る
「
空
」
の
考
え
方
は
成
立
せ
ず
、「
空
」
を
眞
に
理

解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。「
無
」
の
論
理
は
、
實
體
の

念
を
肯
定

し
た
り
、
否
定
し
た
り
す
る
論
理
と
は

な
り
、
そ
の

念
の
な
い
と
こ
ろ
で
し

か
展
開
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

二　

物
不
遷
論

次
に
「
物
不
遷
論
」
か
ら
、
こ
の
「
無
」
の
論
理
の
展
開
を
見
て
い
く
こ
と
に

し
た
い
。
僧
肈
は
『
中
論
』
か
ら
、「

方
知
彼
去
、
去
者
不
至
方
」
と
い
う
句

を
引
用
し
て
い
る
。『
中
論
』
で
は
、
去
り
行
く
「
も
の
」
が
去
る
と
い
う
こ
と

を
否
定
す
る
緣
起
の
相
依
關
係
に
よ
っ
て
、「
も
の
」
の
自
性
が
否
定
さ
れ
る
。

し
か
し
否
定
す
る
た
め
に
は
、
過
去
か
ら
現
在
、
未
來
へ
と
行
く
「
も
の
」
が
、

三
つ
の
時
制
を
超
え
て
あ
ら
か
じ
め
想
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
實
體
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の
槪
念
と
し
て
、「
動
」
と
相
依
關
係
に
あ
る
と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
中
國

の
傳

で
は
、『
易
經
』「
艮
卦
」
の
彖
傳
に
、「
時
止
則
止
、
時
行
則
行
、
動
靜

不
失
其
時
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
靜
」
と
「
動
」
は
、
時
機
に
常
に
順
應
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
た
。
兩
者
が
對
立
す
る
「
も
の
」（
槪
念
）
で
な
い
こ
と
は
、
さ

ら
に
王
弼
が
「
復
卦
」
の
彖
傳
に
、「
凢
動
息
則
靜
、靜
非
對
動
者
也
」（『
周
易
㊟
』）

と
㊟
し
、「
動
」
か
ら
「
靜
」
へ
と
回
歸
す
る
「
復
」
の
時
機
を
說
い
て
い
る
。

こ
の
「
靜
」「
動
」
と
時
機
の
關
係
に
つ
い
て
、
僧
肈
は
、

夫
人
之
所
謂
動
者
、
以
昔
物
不
至
今
、
故
曰
動
而
非
靜
。
我
之
所
謂
靜
者
、

亦
以
昔
物
不
至
今
、
故
曰
靜
而
非
動
。

と
說
い
て
い
る
。こ
こ
に「
昔
物
不
至
今
」と
あ
る
が
、こ
の
後
、「
昔
物
自
在
昔
」「
今

物
自
在
今
」
と
あ
る
よ
う
に
、
物
は
、
時
機
か
ら
け
っ
し
て
分
離
で
き
な
い
と
考

え
る
の
が
、
中
國
人
の
傳

的
な
時
閒
論
で
あ
る
。
昔
と
今
で
は
狀
況
が
變
化
し

て
い
る
か
ら
、
物
も
、
時
機
に
順
應
し
な
が
ら
常
に
更
新
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
昔
と
今
の
時
機
を
超
越
す
る
よ
う
な
物
な
ど
、
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
の
で

あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
僧
肈
は
、
實
體
と
し
て
の
「
も
の
」
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

わ
け

で
は
な
い
。「
無
」
の
論
理
に
し
た
が
う
限
り
、
超
越
的
な
存
在
を
想
定
し
、
否

定
す
る
餘
地
な
ど
ま
っ
た
く
無
い
の
で
あ
る
。
物
は
、
時
機
に
應
じ
て
絕
え
ず
去

來
（
更
新
）
し
て
い
る
か
ら
、
現
實
の
狀
況
か
ら
切
り
離
せ
な
い
。
し
か
し
物
に

こ
だ
わ
る
者
（
つ
ま
り
、時
機
を
見
な
い
者
）
は
、物
が
今
に
も
ど
っ
て
來
な
い
の
で
、

「
動
」
で
あ
っ
て
「
靜
」
で
は
な
い
（「
以
昔
物
不
至
今
、
故
曰
動
而
非
靜
」）
と
い
う

の
で
あ
る
。
物
が
、
今
に
も
ど
っ
て
來
な
い
の
は
、
す
で
に
現
實
の
狀
況
が
變
わ

っ
た
か
ら
で
、
同
じ
と
こ
ろ
に
止
ま
っ
て
い
る
物
な
ど
な
い
。
僧
肈
は
、
昔
の
物

は
昔
の
狀
況
に
あ
り
、
今
の
物
は
今
の
狀
況
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
徃
っ
た
物
が
今
に
も
ど
っ
て
來
な
い
の
は
、
今
の
物
が
ど
こ
に
も
徃
か
な
い

さ
て
「
空
」
の
論
理
で
は
、
運
動
す
る
「
も
の
」
の
實
體
性
を
否
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
運
動
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
形
而
上
學
的
な
存
在
に
無

關
心
な
中
國
人
は
、
運
動
を
そ
の
よ
う
に
は
と
ら
え
な
か
っ
た
。
僧
肈
が
、
物
の

「
不
遷
」
を
說
く
の
は
、
實
體
と
し
て
の
「
も
の
」
が
存
在
し
て
い
な
い
と
考
え

た
か
ら
で
は
な
い
。
先
の
『
中
論
』
の
句
（「
去
者
不
至
方
」）
を
引
用
し
た
あ
と
、

僧
肈
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

斯
皆

動
而
求
靜
、
以
知
物
不
遷
朙
矣
。

こ
れ
は
皆
、
動
に

し
て
靜
を
求
め
る
か
ら
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
物
が
遷
ら

な
い
の
は
朙
ら
か
だ
と
知
る
の
で
あ
る
。

「
動
」
に

す
る
と
は
、
絕
え
ず
變
化
す
る
現
實
の
狀
況
に
㊜
合
す
る
こ
と
で

あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
運
動
と
は
物
の
差
別
化
で
あ
り
、
常
に
變
動
す
る

狀
況
に
順
應
す
る
に
は
、
無
差
別
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
物
の
差
別
化
に
順
應

す
る
の
で
、「
衟
」
は
混
沌
と
し
て
い
る
。
差
別
化
が
「
動
」
で
あ
る
な
ら
、
こ

の
混
沌
と
し
た
無
差
別
な
狀
態
は
「
靜
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
僧
肈
が
「
物

不
遷
論
」
の
始
め
に
『
放
光
般
若
經
』
を
引
用
し
、

尋
夫
不
動
之
作
、
豈
釋
動
以
求
靜
。
…
必
求
靜
於
諸
動
、
故
雖
動
而
常
靜
。

不
釋
動
以
求
靜
、
故
雖
靜
而
不
離
動
。
然
則
動
靜
未
始

。

か
の
（
經
に
あ
る
）「
不
動
の
作
」（
と
い
ふ
語
の
意
味
）
を
た
づ
ね
る
と
、
ど

う
し
て
動
を
す
て
て
靜
を
求
め
て
ゐ
よ
う
か
。
…
必
ず
靜
を
諸
の
動
の
中
に

求
め
る
か
ら
、
動
で
は
あ
つ
て
も
し
か
も
常
に
靜
で
あ
り
、
動
を
す
て
て
靜

を
求
め
る
こ
と
を
し
な
い
か
ら
、靜
で
は
あ
つ
て
も
し
か
も
動
を
離
れ
な
い
。

し
て
み
る
と
動
と
靜
と
は
本
來

つ
た
も
の
で
は
な
い
。（『

肈
論
硏
究
』
七
頁
）

と
、「
靜
」
と
「
動
」
を
分
離
す
る
こ
と
が
な
い
の
も
、「
無
」
の
論
理
に
し
た
が

っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。「
空
」
の
論
理
に
お
け
る
よ
う
に
、「
靜
」
は
絕
對
不
動



『
肈
論
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に
お
け
る
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空
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と
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の
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理
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さ
ら
に
「
こ
こ
」
で
は
、
萬
物
が
絕
え
ず
順
應
し
て
「
會
」
し
て
い
る
の
で
あ

る
。「
物
不
遷
論
」
に
い
う
。

若
動
而
靜
、
似
去
而
留
、
可
以
神
會
。

と
。
物
は
動
い
て
い
な
が
ら
「
靜
」
で
、
去
っ
て
い
く
よ
う
で
留
ま
り
、
心
の
働

き
（
神
）
で
會
得
さ
れ
る
。「
動
」
と
「
靜
」
や
「
去
」
と
「
留
」
は
そ
れ
ぞ
れ

槪
念
と
し
て
、「
こ
こ
」
で
瞬
閒
的
に
、
つ
ま
り
時
閒
の

れ
を
超
出
し
て
會
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
出
會
い
は
、
常
に
變
化
し
て
い
る
狀
況
を

超
え
た
無
時
閒
と
な
る
。
瞬
閒
は
「
こ
こ
」
を
現
實
の
世
界
か
ら
引
き
離
し
、
あ

ら
ゆ
る
「
今
こ
こ
」
を
抽
象
化
す
る（
（（
（

。「
こ
こ
」
の
差
別
を
槪
念
で
固
定
す
る
か

ら
、物
の
運
動
も
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
無
」
の
論
理
で
は
、「
こ
こ
」

は
瞬
閒
で
は
な
く
「
動
靜
之
閒
」
と
さ
れ
る
。「
動
而
靜
」
の
「
動
で
な
く
て
靜
」

「
動
な
の
で
靜
」
と
い
う
表
現
（「
而
」
は
、
對
立
と
相
補
の
二
つ
の
意
味
を
持
つ
（
（（
（

）
は
、

動
的
な
物
が
時
機
に
順
應
し
て
、「
こ
こ
」
に
出
會
い
、
常
に
更
新
し
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

か
く
し
て
「
物
不
遷
論
」
で
說
か
れ
て
い
る
の
は
、「
空
」
の
論
理
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
緣
起
說
は
、「
も
の
」
の
相
依
關
係
が
刹
那
的
に
成
立
し
て
い
る
こ

と
を
歬
提
と
す
る
か
ら
、「
も
の
」
の
自
性
は
、
現
實
の
時
閒
の

れ
を
超
越
し
、

絕
對
不
變
の
槪
念
と
な
る
。
反
對
に
「
も
の
」
が
、
常
に
變
化
す
る
時
機
と
と
も

に

動
化
し
て
い
て
は
、そ
も
そ
も
緣
起
の
關
係
が
構
造
化
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
「
空
」
の
論
理
で
は
、
こ
の
構
造
化
そ
の
も
の
が
、
言
葉
の
幻
影
で
あ

る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。「
も
の
」
は
相
依
關
係
に
よ
っ
て
實
體
性
を
失
う
か
ら
、

「
も
の
」
が
動
く
と
い
う
言
語
表
現
は
、
矛
盾
を
含
む
の
で
あ
る
。
結
局
、
自
性

が
存
在
し
て
も
存
在
し
な
く
て
も
、
變
化
や
運
動
は
成
立
せ
ず
、
一
切
の
「
も
の
」

は
無
常
（
幻
想
）
で
あ
る
と
い
う
の
が
、「
空
」
の
論
理
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
空
」
の
論
理
で
は
、
實
體
と
し
て
の
「
も
の
」
が
動
く
と
い
う

（「
徃
物
既
不
來
、
今
物
何
所
徃
」）
の
と
同
じ
理
屈
に
な
る
の
で
あ
る
。

物
は
「
こ
こ
」
に
常
に
順
應
し
て
い
る
か
ら
、
ど
こ
に
も
遷
ら
ず
「
靜
」
で
あ

る
。
僧
肈
は
こ
の
「
動
」
と
「
靜
」
に
つ
い
て
、さ
ら
に
次
の
よ
う
に
說
い
て
い
る
。

動
而
非
靜
、
以
其
不
來
。
靜
而
非
動
、
以
其
不
去
。
…
逆
之
所
謂
塞
、
順
之

所
謂
通
。
苟
得
其
衟
、
復
何
滯
哉
。

「
動
」
で
あ
っ
て
「
靜
」
で
な
い
の
は
、去
っ
た
物
は
（
今
の
時
機
が
變
わ
り
）

も
ど
っ
て
來
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
靜
」
で
あ
っ
て
「
動
」
で
な
い
の
は
、

今
の
（
時
機
に
あ
る
）
物
が
去
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
…
衟
理
に
逆
ら
う
の

が
い
わ
ゆ
る
「
塞
」、
順
應
す
る
の
が
い
わ
ゆ
る
「
衟
」
で
あ
る
。
い
や
し

く
も
「
衟
」
を
得
た
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
滯
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

「
空
」の
論
理
で
は
、去
る「
も
の
」は
、ど
こ
か（
方
）に
至
る
わ
け
で
は
な
い（「
去

者
不
至
方
」）
か
ら
、「
も
の
」
の
運
動
は
否
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
對
し
、「
無
」

の
論
理
で
も
、
物
は
ど
こ
か
（
方
）
に
遷
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
運
動
を
否
定
し

た
り
し
な
か
っ
た
。
現
實
は
常
に
差
別
化
し
て
動
い
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
滯
る

こ
と
な
く
ぴ
っ
た
り
㊜
合
す
る
に
は
、「
靜
」（
無
差
別
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
涅
槃
無
名
論
」
に
は
、「
衟
」
は
「
無
方
」
に
通
じ
て
い
る
と
あ
る
。

狀
況
に
「
應
化
」
す
る
に
は
、何
か
を
爲
そ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
。「
寂
然
不
動
」

の
「
靜
」
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
時
機
に
順
應
し
て
、
自
ず
か
ら
爲
す（
（（
（

と
い
う
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、物
は
「
衟
」
を
超
え
て
、ど
こ
か
（
方
）
に
遷
る
の
で
は
な
い
。

「
衟
」
が
「
無
方
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
物
は
「
こ
こ
」（
方
）
に
順
應
し
な
が
ら

や
っ
て
來
て―

「
こ
こ
」（
方
）
を
去
っ
て
行
く
。
僧
肈
に
と
っ
て
、「
こ
こ
」
と
は
、

物
が
持
續
的
に
去
來
し
、
常
に
更
新
さ
れ
て
行
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
こ

こ
」
は
、過
去
と
未
來
に
分
割
さ
れ
た
現
在
の
瞬
閒
で
は
な
く
、「
動
靜
之
閒
」（
物

不
遷
論
）
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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ジ
ュ
リ
ア
ン
は
、
西
洋
と
中
國
の
思
想
を
根
底
か
ら
比
較
す
る
視
點
で
、
次
の

よ
う
に
こ
の
文

を
評
し
て
い
る
。「
こ
こ
に
は
別
の
世
界
へ
の
い
か
な
る
言
及

も
な
い
。
宇
宙
の
循
環
論
の
向
こ
う
側
に
は
、
ス
ト
ア
哲
學
の
類
が
す
け
て
見
え

る
も
の
で
あ
る
が
、
何
ら
か
の
世
界
が
背
後
に
存
在
し
て
い
る
痕
跡
す
ら
も
殘
っ

て
い
な
い
。
天
下
に
天
下
を
藏
す
る
だ
け
で

分
な
の
で
あ
る
。
缺
如
し
て
い
る

も
の
を
求
め
る
西
洋
の
衟
理
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
存
在
場
所
は
も
は
や
無
い
。
追

求
す
べ
き
い
か
な
る
目
的
も
解
消
し
て
い
る
。
…
現
實
は
瞬
閒
で
は
な
く
、
あ
る

が
ま
ま
の
プ
ロ
セ
ス
の
變
動
に
つ
き
し
た
が
っ
て
い
る
。
こ
の
變
動
は
浮
遊
の
烙

印
を
押
さ
れ
る
こ
と
な
く
、物
の『
用
』に
大
い
に
役
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る（

（（
（

」と
。

こ
の
よ
う
に
「
無
」
の
論
理
は
、
現
象
と
眞
理
（
存
在
）
の
世
界
に
二
分
す
る
「
哲

學
」
の
論
理
と
は
相
容
れ
ず
、
そ
の
論
理
が
入
り
込
む
餘
地
の
な
い
と
こ
ろ
で
働0

い
て
い
る

0

0

0

0

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
物
が
狀
況
に
ぴ
っ
た
り
㊜
合
す
る
方
法
に
つ
い
て
、「
大
宗
師
篇
」

で
は
さ
ら
に
、「
過
而
弗
悔
、
當
而
不
自
得
也
」
と
說
い
て
い
る
。
俗
人
な
ら
狀

況
を
や
り
過
ご
し
た
ら
後
悔
し
、
逆
に
合
致
し
た
ら
附
着
し
よ
う
と
す
る
。
し
か

し
聖
人
は
、
㊜
合
す
る
と
か
し
な
い
と
か
い
う
違
い
す
ら
、
乘
り
越
え
る
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
聖
人
は
、
こ
の
違
い
を
差
別
に
全
く
と
ら
わ
れ
な
い
、
絕
對
無
差

別
と
い
う
形
而
上
學
立
場
か
ら
超
え
て
行
く
の
で
は
な
い
。
ま
た
㊜
合
す
る
時
機

を
、
瞬
閒
的
に
（
つ
ま
り
、
時
閒
を
超
越
し
た
存
在
論
的
な

地
か
ら
）
と
ら
え
よ
う

と
す
る
の
で
も
な
か
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
、
絕
え
閒
な
く
變
化
更
新
し
て
い
る

現
實
に
順
應
し
て
行
く
の
で
あ
る
。「
大
宗
師
篇
」
に
「
翛
然
而
徃
翛
然
而
來
而

已
矣
。
不
忘
其
所
始
、
不
求
其
所
終
」
と
あ
る
よ
う
に
、
現
實
の
徃
來
に
、
物
が

「
翛
然
」（
悠
然
）
と
應
じ
、
ま
た
「
其
の
始
ま
る
所
を
忘
れ
ず
」「
其
の
終
わ
る

所
を
求
め
ず
」
と
い
う
よ
う
に
終0

始0

順
應
す
る
こ
と
で
、「
こ
こ
」
は
絕
え
閒
な
く
、

生
き
生
き
と
更
新
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

言
語
の
非
論
理
性
か
ら
、
そ
の
限
界
を
說
い
て
い
る
。
し
か
し
龍
樹
は
、
緣
起
の

相
依
關
係
を
否
定
し
て
「
空
」
を
說
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
緣
起
の
關
係
に

よ
っ
て
、
實
體
と
し
て
の
「
も
の
」
が
否
定
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
現
象
世
界
は
無

常
で
あ
る
と
說
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
空
」
の
論
理
は
あ
く
ま
で
も
、
言
語
の

現
象
世
界
（
俗

）
と
眞
理
（
眞

）
の
世
界
で
の
み
展
開
す
る
。
實
體
と
し
て

の
「
も
の
」
の
存
在
を
否
定
し
、
そ
の
生
滅
を
幻
影
と
と
ら
え
る
か
ら
、
現
象
世

界
は
無
常
と
み
な
さ
れ
る
が
、
覺
り
と
い
う
眞
理
の
世
界
で
は
、
生
滅

涅
槃
で

差
別
が
な
く
、
ど
ち
ら
も
相

し
對
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、「
無
」
の
論
理
に
お
け
る
よ
う
に
、
物
が
絕
え
閒
な
く

動
（
差
別
化
）

し
て
い
る
現
實
世
界
（「
こ
こ
」）
を
、「
空
」
の
論
理
が
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
そ
の
論
理
の
土
臺
と
な
る
緣
起
說
の
否
定
へ
と
つ
な
が

り
、
自
家

着
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、「
物
不
遷
論
」
で
は
、物
が
現
實
の
世
界
で
、絕
え
ず
更
新
し
て
い
く
「
衟
」

が
說
か
れ
て
い
る
。
僧
肈
は
こ
の
論
理
を
、
さ
ら
に
『
莊
子
』
を
引
用
し
て
說
朙

し
て
い
る
。
僧
肈
が
引
用
す
る
「
莊
生
之
所
以
藏
山
」
と
は
、
莊
子
が
汕
（
あ
み
）

を
澤
に
隱
す
と
い
う
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
大
宗
師
篇
」
に
は
、
次
の

よ
う
に
あ
る
。

夫
藏
舟
於
壑
、
藏
山
於
澤
、
謂
之
固
矣
。
然
而
夜
半
㊒
力
者
、
負
之
而
走
。

昧
者
不
知
也
。
藏
小
大
㊒
宜
、
猶
㊒
所
遯
。
若
夫
藏
天
下
於
天
下
而
不
得
所

遯
。
是
恆
物
之
大
情
也
。

舟
を
谷
閒
に
隱
し
網
を
澤
に
隱
し
て
も
、
夜
中
に
力
持
ち
の
男
が
か
つ
い
で

迯
げ
て
い
く
。
理
に
昧
い
者
は
わ
か
ら
な
い
。
小
さ
な
物
を
大
き
な
物
の
中

に
隱
し
た
と
し
て
も
、
物
は
迯
げ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
も
し
天
下
を
天
下

に
隱
す
な
ら
、（
物
は
）
迯
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
現
實
が
途
絕
え

な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
の
で
あ
る
。
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は
「

動
之
說
」
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ど
ん
な
物
に
も
滯
ら
ず
に
順
應
す
る
の
が
、
聖
人
で
あ
る
。
聖
人
は
あ
ら
ゆ
る

物
に
通
じ
て
い
る
の
で
、
け
っ
し
て
物
を
迯
が
さ
な
い
。
一
方
、
俗
人
は
現
實
の

變
化
に
順
應
で
き
ず
、
物
を
遊
離
さ
せ
、「

動
之
說
」
に
迷
っ
て
い
る
。
個
別

の
物
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
た
め
、
物
を
更
新
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
聖
人
は
す
で

に「
衟
」を
得
て「
無
方
」な
の
で
、い
か
な
る
俗
人
に
出
會
っ
て
も
、敎
え（「
聖
言
」）

が
滯
っ
た
り
し
な
い
。俗
人
の
ど
ん
な
心
に
も
通
じ
、そ
れ
に
合
わ
せ
た
言
葉（「
方

言
」）
で
敎
え
を
說
き
、「
衟
」
に
導
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
聖
」

と
「
俗
」
は
、
こ
の
現
實
世
界
の
中
で
、
根
源
的
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
こ
こ
で

は
、「
無
」
の
論
理
が
、
如
來
の
無
盡
藏
な
「
聖
言
」
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

「
物
不
遷
論
」
は
、
如
來
の
功
業
が
盡
き
る
こ
と
な
く
、「
湛
然
」
と
し
て
溢
れ

出
る
よ
う
す
を
、
次
の
よ
う
に
說
い
て
い
る
。

功
業
不
可
朽
、
故
雖
在
昔
而
不
化
、
不
化
故
不
遷
。
不
遷
故
則
湛
然
朙
矣
。

如
來
の
功
業
は
朽
ち
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、過
去
に
あ
っ
て
も
變
化
し
な
い
。

變
化
し
な
い
か
ら
遷
り
變
わ
る
こ
と
は
な
い
（
つ
ま
り
ど
こ
に
も
行
か
な
い
）。

遷
り
變
わ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
如
來
の
功
業
が
「
湛
然
」
と
し
て
常

に
あ
る
こ
と
は
、
朙
ら
か
で
あ
る
。

如
來
の
功
業
は
「
不
遷
」
の
物
と
し
て
、
現
實
の
い
か
な
る
狀
況
に
も
順
應
し

な
が
ら
、「
動
靜
之
閒
」
で
更
新
さ
れ
て
い
く
。「
こ
こ
」
か
ら
絕
え
閒
な
く
「
湛

然
」
と
靜
か
に

れ
出
す
の
で
、
け
っ
し
て
盡
き
る
こ
と
が
な
い
。
し
た
が
っ
て

「
變
化
し
な
い
（
不
化
）」
と
あ
っ
て
も
、
過
去
や
未
來
の
時
閒
を
超
越
し
た
、
絕

對
不
變
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
こ
こ
」
は
、
現
實
の
狀
況
に
㊜
合
し

て
常
に
去
來
（
更
新
）
し
て
い
る
の
で
、物
は
ど
こ
に
も
行
か
な
い
。
だ
か
ら
「
變

化
し
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
混
沌
と
し
た
「
こ
こ
」
か
ら
、
物
が
絕
え
閒
な

ま
た
同
じ
こ
と
が
、「
知
北
遊
篇
」
に
も
「
遭
之
而
不
違
過
之
而
不
守
」
と
說

か
れ
て
い
る
。「
之
」
に
遭
遇
し
た
ら
違
わ
ず
、「
之
」
を
過
ぎ
た
ら
保
持
し
な
い
。

物
は
狀
況
に
合
わ
せ
て
、「
こ
こ
」
で
絕
え
ず
更
新
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
言

い
か
え
る
と
、
物
と
は
、
時
機
に
順
應
し
て
更
新
し
續
け
る
「
こ
こ
」
で
あ
る
。

物
が
「
之
」
と
遭
遇
す
る
「
動
靜
之
閒
」
で
は
、
內
と
外
の

界
（
差
別
）
も
解

消
す
る
こ
と
で
、
物
は
「
こ
こ
」
と
一
體
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
大
宗
師
篇
」

に
「
藏
天
下
於
天
下
而
不
得
所
遯
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
現
實
の
世
界
は
そ
れ
だ

け
で

足
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
變
動
す
る
世
界
の
狀
況
に
常
に
㊜
合
し
て

行
け
ば
、
物
は
ど
こ
に
も
迯
げ
る
と
こ
ろ
が
な
く
、「
こ
こ
」
に
お
い
て
更
新
さ

れ
續
け
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て「
衟
」を
得
た
者
が「
聖
人
」と
さ
れ
、「
大
宗
師
篇
」に
は
さ
ら
に
、「
聖

人
將
遊
於
物
之
所
不
得
遯
而
皆
存
」
と
あ
る
。
聖
人
は
、
物
が
迯
れ
ら
れ
な
い
と

こ
ろ
で
遊
び
、
悠
々
と
自
㊜
す
る
こ
と
で
物
（
こ
こ
）
を
更
新
し
續
け
、
い
か
な

る
物
に
も
通
じ
る
の
で
あ
る
。

「
物
不
遷
論
」
で
も
、「
衟
」
を
得
た
者
は
聖
人
と
さ
れ
、
さ
ら
に
「
如
來
」
と

も
よ
ば
れ
て
い
る
。
先
の
「
大
宗
師
篇
」
を
引
用
し
た
あ
と
、
僧
肈
は
、
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

所
謂
㊒
力
者
負
之
而
趨
、
昧
者
不
覺
、
其
斯
之
謂
歟
。
是
以
如
來
因
群
情
之

所
滯
、
則
方
言
以
辯
惑
。
乘
莫
二
之
眞
心
、
吐
不
一
之
殊
敎
。
乖
而
不
可

者
、
其
唯
聖
言
乎
。
故
談
眞
㊒
不
遷
之
稱
、
導
俗
㊒

動
之
說
。

衟
理
に
昧
い
者
か
ら
は
、
物
が
迯
げ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
如
來
は
、
俗
人
の
心

（「
群
情
」）
が
滯
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
そ
れ
に
應
じ
た
言
葉
（「
方
言
」）
に
よ
っ

て
惑
い
を
と
り
除
く
。
聖
人
の
言
葉
は
、「
眞
心
」
の
働
き
の
ま
ま
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
す
ぐ
れ
た
敎
え
を
說
く
が
、歸
す
る
と
こ
ろ
の
意
昧
が

な
る
こ
と
は
な
い
。

だ
か
ら
、
眞
實
を
語
る
場
合
に
は
「
不
遷
之
稱
」
が
あ
り
、
俗
人
を
導
く
場
合
に
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そ
の
結
末
に
い
う
。

復
何
惑
於
去
留
、
踟
躕
於
動
靜
之
閒
哉
。
然
則
乾
坤
倒
覆
、
無
謂
不
靜
。
洪

滔
天
。
無
謂
其
動
。
苟
能
契
神
於

物
、
斯
不
遠
而
可
知
矣
。

こ
う
し
て
「
物
不
遷
」
の
衟
理
を
得
る
な
ら
ば
、「
ど
う
し
て
物
が
去
っ
た
り

留
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
で
戸
惑
い
、「
動
靜
之
閒
」で
躊
躇
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

し
て
み
る
と
、
天
地
が
覆
っ
て
も
、
物
が
靜
か
で
な
い
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
洪
水
が
天
に
ま
で
溢
れ
出
て
も
、物
が
動
い
て
い
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。

も
し
、
心
の
動
き
（
神
）
が
變
化
し
て
い
る
物
と
一
つ
に
な
れ
た
な
ら
、
そ
の
衟

理
は
身
近
に
理
解
で
き
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

三　

不
眞

論

「
不
眞
空
論
」
の
冐
頭
は
、
物
の
微
妙
な
陰
影
を
あ
り
の
ま
ま
に
映
し
出
す

の
比
喩
か
ら
始
ま
る
。

夫
至
虛
無
生
者
、
蓋
是
般
若
玄
鑑
之
妙
趣
、
㊒
物
之
宗
極
者
也
。

そ
も
そ
も
至
虛
無
生
（
一
切
は
空
に
し
て
實
體
が
な
い
）
と
い
う
こ
と
は
、
思

う
に
、
こ
れ
は
般
若
と
い
う
玄
妙
な

に
映
し
出
さ
れ
た
物
の
本
質
的
な
あ

り
方
で
あ
っ
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
究
極
の
す
が
た
で
あ
る
。

（
平
井
俊
榮
譯
『
肈
論
』
二
二
頁
）

平
井
氏
の
譯
に
よ
る
と
、「
般
若
」
と
い
う
玄
妙
な

に
映
し
出
さ
れ
る
の
は
、

「
至
虛
無
生
」
と
い
う
實
體
が
な
い
「
物
の
本
質
的
な
あ
り
方
」
だ
と
さ
れ
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、「
空
」
の
論
理
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
の
實
體
が
否
定
さ
れ
る

か
ら
、
こ
の

に
は
、「
も
の
」
の
幻
影
を
通
し
て
、
そ
の
眞
實
の
世
界
が
映
し

出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
般
若
」
と
い
う

の
智
慧
に
よ
っ
て
、
聖
人
は
現
象

世
界
の
幻
影
の
中
に
、
眞
實
の
「
究
極
の
す
が
た
」
を
見
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
Ｐ
・
ド
ミ
エ
ヴ
ィ
ル
は
、
世
界
中
の
文
化
に
登
場
す
る

の
働
き

く
「
湛
然
」
と
溢
れ
出
る
と
、

動
化
（
差
別
化
）
し
な
が
ら
下

（
形
而
下
）
へ

と
去
っ
て
い
く
。「
こ
こ
」
が
深
淵
で
、
無
盡
蔵
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
ど
ん
な
狀
況

に
も
㊜
合
し
な
が
ら
、
如
來
の
功
業
が
萬
物
を
活
性
化
し
、
す
み
ず
み
に
ま
で

通
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

聖
人
の
住
す
る
上

は
、
水
を
「
湛
兮
」
と
靜
か
に
、
深
く
湛
え
て
い
る
淵
の

よ
う
で
あ
る
。『
老
子
』
は
、
こ
の
淵
の
無
盡
藏
な
よ
う
す
を
、
次
の
よ
う
に
說

い
て
い
る
。

衟
冲
而
用
之
或
不
盈
。
淵
兮
似
萬
物
之
宗
。
挫
其
銳
、
解
其
紛
、
和
其
光
、

同
其
塵
。
湛
兮
似
常
存
。（
四

）

「
衟
」
は
空
っ
ぽ
な
器
で
、
そ
の
用
は
汲
め
ど
も
盡
き
な
い
。
底
の
な
い
淵

の
よ
う
で
、萬
物
の
宗
祖
に
似
て
い
る
。
す
べ
て
の
銳
い
性
質
を
鈍
く
し
て
、

す
べ
て
の
紛

を
解
き
ほ
ぐ
す
。
す
べ
て
の
光
は
弱
め
ら
れ
、
塵
埃
の
中
に

埋
も
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
滿
々
と
水
を
湛
え
た
淵
の
よ
う
で
あ

り
、
い
つ
も
靜
ま
り
か
え
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
「
淵
と
し
て
萬
物
の
宗
に
似
た
り
」
と
あ
っ
て
も
、
こ
の
現
象
世
界
の

根
源
に
絕
對
的
な
存
在
が
あ
る
と
說
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
す
で
に
見
た
よ
う

に
、「
衟
」
は
混
沌
と
し
て
無
差
別
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
現
實
の
動
き
に
絕
え
ず

順
應
し
、「
こ
こ
」
か
ら
物
が
差
別
化
し
て
い
く
。「
こ
こ
」
が
深
く
て
靜
か
で
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
物
は
滯
る
こ
と
な
く
更
新
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

「
衟
」
は
絕
對
不
變
な
存
在
で
は
な
い
。
現
實
の
差
別
を
否
定
す
る
よ
う
な
絕
對

無
差
別
の
存
在
な
ど
、「
無
」
の
論
理
で
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
常
に
現
實
の
變
動
に

應
し
て
い
る
。
現
實
の
差
別
を
反
映
し
て
い
る

「
こ
こ
」
は
い
わ
ば
、
現
實
の
動
き
を
物
の
陰
影
に
よ
っ
て
映
し
出
す

で
あ
る
。

結
局
、
こ
の
天
地
宇
宙
に
超
越
論
的
な
存
在
な
ど
何
も
な
く
、
現
實
の
動
き
に
心

の
動
き
を
ぴ
っ
た
り
合
わ
せ
る
衟
理
を
、「
物
不
遷
論
」は
說
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
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る
「
天
地
之
根
」（『
老
子
』
六

）
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
形
而
上
學
的
な
根
源

と
は

な
る
。「
こ
こ
」
は
向
こ
う
側
で
は
な
く
、
こ
ち
ら
側
の
世
界
に
つ
な
が

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
こ
こ
」
が
無
盡
藏
な
の
は
、
現
實
の
動
き
に
絕
え
閒
な

く
順
應
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
「
物
不
遷
論
」
で
見
た
よ
う
に
、「
こ
こ
」

は
「
動
靜
之
閒
」
で
あ
る
。「
靜
」（
無
差
別
）
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
現
實
の
動
き
に

㊜
合
し
て
更
新
（
差
別
化
）
し
、
物
は
「
湛
然
」
と
自
ず
か
ら
更
新
さ
れ
て
行
く

の
で
あ
る
。

で
は
、「
不
眞
空
論
」
の
冐
頭
に
登
場
す
る
「
玄
鑑
」
は
、
何
を
映
し
出
す
の

で
あ
ろ
う
か
。「
不
眞
空
論
」
に
は
、
續
い
て
こ
う
あ
る
。

自
非
聖
朙
特
逹
、
何
能
契
神
於
㊒
無
之
閒
哉
。
是
以
至
人
通
神
心
於
無
窮
、

窮
所
不
能
滯
。
極
耳
目
於
視
聽
、
聲
色
所
不
能
制
者
、
豈
不
以
其

萬
物
之

自
虛
、
故
物
不
能
累
其
神
朙
者
也
。

特
に
す
ぐ
れ
た
朙
智
を
持
つ
聖
人
で
も
な
い
限
り
、
ど
う
し
て
精
神
を
（
此

の

な
）
㊒
無
の
閒
〔
非
㊒
非
無
な
る
至
虛
無
生
を
指
す
〕
に
契
合
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
よ
う
か
。
だ
か
ら
至
人
が
微
妙
な
心
を
無
限
の
と
こ
ろ
に
通
逹
さ
せ

て
、（
如
何
な
る
）
限
界
も
（
そ
れ
を
）
さ
ま
た
げ
る
こ
と
は
で
き
ず
、耳
目
（
の

聰
朙
）
を
視
聽
の
及
ぶ
極
限
ま
で
は
た
ら
か
せ
て
、（
い
か
な
る
）
聲
色
も
（
そ

れ
を
）
制
約
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
れ
こ
そ
至
人
が
萬

物
の
そ
れ
自
體
虛
で
あ
るnih

・svabha

ーva,�śu

ーnya�

の
に

す
る
〔
そ
の
ま

ま
㊜
合
す
る
〕
こ
と
に
よ
つ
て
、
何
物
も
至
人
の
靈
妙
な
朙
智
を
さ
ま
た
げ

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
か
ら
う
か
。�（『
肈
論
硏
究
』一
四
頁
）

右
の
譯
に
は
、
原
文
中
の
「
㊒
無
之
閒
」
に
つ
い
て
、「
非
㊒
非
無
な
る
至
虛

無
生
を
指
す
」
と
い
う
㊟
が
あ
り
、
精
神
を
「
至
虛
無
生
」（
空
）
に
契
合
さ
せ

る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
句
は
解
釋
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
能
契
神
於
㊒
無
之

閒
」
と
い
う
表
現
は
、「
物
不
遷
論
」
の
結
末
に
、「
能
契
神
於

物
」
と
あ
っ
た

を
、
二
つ
に
分
類
し
て
い
る（
（（
（

。
一
つ
は
、
現
象
世
界
が
幻
影
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を

示
す
の
に
使
わ
れ
、
も
う
一
つ
は
、
反
對
に
、
絕
對
的
な
す
が
た
を
映
し
出
す
の

に
用
い
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
說
か
れ
て
い
る

も
、
そ
の
よ

う
に
現
象
や
眞
實
を
映
し
出
す
働
き
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
ジ
ュ

リ
ア
ン
に
よ
る
と
、
中
國
で
現
實
世
界
を
映
し
出
す

は
、
そ
の
ど
ち
ら
の
分
類

に
も
、
あ
て
は
ま
ら
な
い（
（（
（

と
い
う
。

の
比
喩
に
つ
い
て
、
中
國
人
は
西
洋
人
と

ま
っ
た
く

な
る
解
釋
を
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、『
莊
子
』「
應
帝
王
篇
」
に
は
、「
至
人
之
用
心
若

、
不
將
不
迎
、

應
而
不
藏
、
故
能
勝
物
而
不
傷
」
と
あ
る
。「
至
人
が
心
を
用
い
る
の
は

の
ご

と
く
で
あ
る
。
去
る
物
は
去
る
に
ま
か
せ
て
、
來
る
物
は
來
る
に
ま
か
せ
る
。
物

に
應

し
て
、
物
を
溜
め
こ
む
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
だ
か
ら
、
物
に
盡
く
通

じ
て
も
傷
つ
く
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
物
を
映
し
出
す

は
、
先

の
『
老
子
』
四

で
見
た
、
和
光
同
塵
の
「
淵
」
と
同
じ
働
き
を
し
て
い
る
。
ま

た
「
齊
物
論
篇
」
に
も
、「
㊟
焉
而
不
滿
、
酌
焉
而
不
竭
。
而
不
知
其
所
由
來
、

此
之
謂
葆
光
」
と
あ
り
、「『
こ
こ
』（
焉
）
は
い
く
ら
㊟
ぎ
込
ん
で
も
滿
た
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
い
く
ら
酌
み
出
し
て
も
無
く
な
ら
な
い
」
と
い
う
。「
其
の
由
來

す
る
所
知
ら
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ど
こ
か
ら
物
が
來
て
、
去
る
の
か
わ
か
ら
な

い
。「
こ
こ
」
は
、
現
實
の
動
き
に
㊜
合
し
て
絕
え
ず
更
新
し
て
い
る
か
ら
、
無

盡
藏
な
の
で
あ
る
。『
釋
文
』
に
引
く
崔
氏
の
說
に
よ
る
と
、「
齊
物
論
篇
」
の
「
葆

光
」
と
は
、「
若
㊒
若
無
」
の
光
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
老
子
』
の
「
和
光
」
と
同

義
で
あ
り
、
こ
の
更
新
が
滯
ら
ず
、
淡
々
と
し
た
陰
影
の
つ
な
が
り
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

西
洋
の

が
、「
こ
こ
」
の
向
こ
う
側
に
あ
る
存
在
や
、
そ
の
影
の
現
象
世
界

を
映
し
出
す
の
と
は

な
り
、
中
國
の

は
、
現
實
の
世
界
で
「
こ
こ
」
の
動
き

を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。「
こ
こ
」
は
「
谷
神
」
で
あ
り
、
萬
物
を
無
限
に
生
じ
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「
氣
」
の
變
化
を

察
す
れ
ば
、
物
が
ど
ん
な
狀
況
に
出
會
っ
て
も
、
順
應
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
と
い
う
。
と
い
っ
て
も
、「
氣
」
は
宇
宙
に
あ
ら
か
じ
め

存
在
す
る
、
超
越
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
實
世
界

の
「
こ
こ
」
で
、物
が
物
か
ら
溢
れ
出
て
行
く
か
の
よ
う
に
、無
限
に
去
來
（
更
新
）

す
る
運
動
が
「
氣
」
で
示
さ
れ
て
い
る
。「
無
」
が
狀
況
に
應
じ
て
物
を
差
別
化

し
て
行
く
無
差
別
な
ら
、「
氣
」
は
、
物
の
差
別
化
を
通
じ
て
溢
れ
出
て
行
く
更

新
の
勢
い
を
示
し
て
い
る
。
現
實
の
狀
況
に
順
應
し
な
が
ら
、
物
が
絕
え
ず
更
新

さ
れ
て
行
く
の
で
、
代
謝
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。「
氣
」
は
凝
縮

─
擴
散
を
く
り
﨤
し
、
物
の
差
別
を
通
じ
て
し
か
出
現
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
動

力
源
と
し
て
超
越
的
に
外
在
す
る
、
西
洋
の
絕
對
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
は
根
本
的

に

な
る
の
で
あ
る（
（（
（

。
こ
の
「
氣
」
に
つ
い
て
も
、『
莊
子
』「
人
閒
世
篇
」
に
は
、

次
の
よ
う
に
あ
る
。

仲
尼
曰
、若
一
志
。
無
聽
之
以
耳
而
聽
之
以
心
。
無
聽
之
以
心
而
聽
之
以
氣
。

聽
止
於
耳
、
心
止
於
符
。
氣
也
者
、
虛
而
待
物
者
也
。
唯
衟
集
虛
、
虛
者
心

齋
也
。

こ
こ
に
登
場
す
る
孔
子
は
、
聰
朙
な
弟
子
で
あ
る
顏
回
に
對
し
て
、
耳
や
心
の

働
き
に
よ
る

斷
か
ら
、
さ
ら
に
精
進
し
、
物
の
動
き
を
無
差
別
的
に
と
ら
え
る

「
氣
」
に
つ
い
て
敎
示
し
て
い
る
。「
聽
之
以
耳
」「
聽
之
以
心
」「
聽
之
以
氣
」
と

遡
る
に
つ
れ
、
物
が
よ
り

動
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
行
く
。
內
と
外
の

界
も
解

消
し
、
物
を
活
性
化
さ
せ
る
「
氣
」
と
同
化
す
る
。
こ
の
物
（「
之
」）
は
絕
え
ず

更
新
し
て
い
る
か
ら
、「
氣
」
の
勢
い
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
虛
心
に

來
た
る
の
を
待
ち
、
れ
去
る
「
之
」
に

應
す
る
こ
と
で
、物
は
常
に
更
新
（
差

別
化
）
さ
れ
て
行
く
。
つ
ま
り
「
心
齋
」（
無
差
別
の
心
）
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の

よ
う
な
更
新
の
集
ま
り
が
一
つ
に
つ
な
が
り
、「
衟
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
空
」の
論
理
か
ら「
無
」の
論
理
は
見
え
な
い
が
、逆
に「
無
」の
論
理
か
ら「
空
」

の
と
同
義
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
㊒
無
之
閒
」
は
「
動
靜
之
閒
」
と
も
同
じ

よ
う
な
意
味
を
表
し
て
い
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、「
靜
」
は
、
物
が
い
か
な

る
狀
況
に
も
㊜
合
す
る
「
無
」（
無
差
別
）
の
働
き
を
し
て
い
る
。
物
は
滯
る
こ
と

な
く
「
㊒
」
と
し
て
更
新
さ
れ
、差
別
化
さ
れ
た
形
（
㊒
）
が
耳
目
に
出
現
し
て
は
、

消
失
し
て
い
く
の
で
あ
る
。「
こ
こ
」
は

の
よ
う
に
現
實
を
反
映
し
、
物
は
來

る
が
ま
ま
に
來
て
、
去
る
が
ま
ま
に
去
っ
て
行
く
。
し
た
が
っ
て
「
耳
や
目
に
よ

っ
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
視
聽
し
な
が
ら
、
し
か
も
視
聽
し
た
も
の
に
何
ら
制
約
さ

れ
る
こ
と
も
な
い
」（
平
井
譯
）
と
さ
れ
る
。
物
は
絕
え
ず
「
こ
こ
」
で
更
新
さ
れ

て
行
く
の
で
、
見
る
者
と
見
ら
れ
る
物
の
關
係
も
、
更
新
の
動
き
を
通
じ
て
一
體

化
し
、
解
消
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
不
眞
空
論
」
の
「
玄
鑑
」
も
、
傳

的
な
「
無
」
の
論
理
に
し

た
が
っ
て
、
現
實
世
界
の
動
靜
を
映
し
出
す
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
肈
論
硏
究
』
の
譯
で
は
、
原
文
の
「
自
虛
」
を
「
そ
れ
自
體

虛
」
と
い
う
無
自
性
（nih

・svabha

ーva

）
の
「
空
」（śu
ーnya

）
の
意
味
で
解
釋
し
て

い
る
。「

萬
物
之
自
虛
」
の
句
を
、
一
切
の
「
も
の
」
を
幻
影
と
み
な
す
「
空
」

の
論
理
で
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
句
は
、
現
實
の
動
き
に
自
ず
か

ら

應
す
る
と
い
う
「
無
」
の
論
理
で
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い

う
の
も
、「
㊒
」
と
「
無
」
を
槪
念
の
對
立
の
關
係
で
と
ら
え
る
と
、心
の
働
き
（
神
）

は
、「
㊒
無
之
閒
」
で
一
つ
に
な
れ
ず
、
滯
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
物
は
自0

ず
か
ら

0

0

0

「
虛
」（
無
差
別
）
に

應
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

と
し
て
の
「
神
」
の

働
き
（
神
朙
）
は
さ
ま
た
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「

物
」
の
運
動
を
引
き
續
き
、「
氣
」
の

點
か
ら
說
朙
し
て

い
る
の
が
、
本
稿
の
第
一

で
紹
介
し
た
「
不
眞
空
論
」
の
文
句
で
あ
る
。

審
一
氣
以

化
、
故
所
遇
而
順
㊜
。
無
滯
而
不
通
、
故
能
混
雜
致
淳
。
所
遇

而
順
㊜
、
故
則
觸
物
而
一
。
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中
論
に
、「
諸
法
は
㊒
で
も
な
く
無
で
も
な
い
」
と
あ
る
の
は
、第
一
眞
（
の

こ
と
）
で
あ
る
。（
と
こ
ろ
で
）
そ
の
㊒
で
も
な
く
無
で
も
な
い
も
の
を
求
め

て
み
る
と
、（
そ
れ
は
）
ど
う
し
て
萬
物
を
條
除
し
、
耳
や
目
を
杜
塞
し
、
か

げ
も
か
た
ち
も
無
く
な
つ
て
、
は
じ
め
て
眞

で
あ
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
ら

う
か
。
ま
こ
と
に
（
眞

は
）
物
の
あ
る
が
ま
ま
に
順
つ
て
無
理
な
く
通
じ

る
か
ら
、（
如
何
な
る
）
物
も
そ
れ
〔
眞

〕
に
逆
ら
ふ
こ
と
が
な
く
…

�

（『
肈
論
硏
究
』
一
七
頁
）

『
中
論
』
が
「
諸
法
は
㊒
で
も
な
く
無
で
も
な
い
」
と
說
く
の
は
、
緣
起
說
に

基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
の
「
も
の
」
は
相
依
關
係
で
成
り
立
っ
て

お
り
、
絕
對
的
な
「
㊒
」
や
「
無
」
は
存
在
し
な
い
と
考
え
る
の
が
、「
空
」
の

論
理
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
相
依
關
係
は
、
實
體
と
し
て
の
「
も
の
」
の

自
性
を
否
定
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
「
㊒
無
之
閒
」
で
動
い
て
い
る
物
を
實
體
化
し
、「
も
の
」（
槪
念
）
で
、「
㊒
」

と「
無
」の
關
係
を
固
定
化
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。「
空
」の
言
語
理
論
で
は
、

ど
ん
な
物
も
現
實
の
動
き
か
ら
切
り
離
さ
れ
、「
も
の
」
と
「
も
の
」
の
相
依
關

係
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
僧
肈
は
「
空
」
の
論
理
に
し
た
が
っ
て
は
い
な
い
。
僧
肈
に
と
っ

て
、「
寂
寥
虛
豁
」
は
、
絕
對
的
な
「
無
」
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
「
不
眞
空

論
」
は
、
こ
れ
を
肯
定
も
し
な
け
れ
ば
否
定
も
し
な
い
。
肯
定
も
否
定
も
し
な
い

の
は
、
そ
れ
が
そ
も
そ
も
、
そ
の
よ
う
な
知
的
區
分
の
對
象
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。「
寂
寥
虛
豁
」
は
「
無
」
の
働
く
場
（「
㊒
無
之
閒
」）
で
あ
り
、
物
は
常
に
そ

こ
で
現
實
世
界
に
順
應
し
て
い
る
。
だ
か
ら
僧
肈
は
、「
萬
物
を
條
除
し
、
耳
や

目
を
杜
塞
し
、
か
げ
も
か
た
ち
も
無
く
な
つ
て
、
は
じ
め
て
眞

で
あ
る
と
い
ふ

意
味
で
あ
ら
う
か
」
と
反
問
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
感
覺
の
世
界
を
否
定
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。
物
の
動
き
（
差
別
化
）
に
絕
え
ず
順
應
す
る
に
は
、
視
聽
し
た

の
論
理
を
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
中
國
思
想
は
、
實
體
を
否
定
す
る
絕
對
無
差

別
の
論
理
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。「
空
」
の
論
理
は
物
の
差
別
を
根
本
的
に
否

定
し
、
す
べ
て
を
現
象
化
（
幻
影
化
）
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い

る
の
は
、「
形
而
下
」
の
物
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
「
形
而
上
」

へ
と
遡
っ
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
上

で
は
、「
こ
こ
」（「
動

靜
之
閒
」）
か
ら
、
物
が
絕
え
閒
な
く
溢
れ
出
て
い
く
の
で
あ
る
。『
莊
子
』「

意

篇
」
で
は
、
こ
の
よ
う
な
上

の
水
が
淸
純
で
あ
る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
說
朙

し
て
い
る
。

水
之
性
、
不
雜
則
淸
。
莫
動
則
平
、
鬱
閉
而
不

、
亦
不
能
淸
。

水
の
性
質
は
、
か
き
混
ぜ
な
け
れ
ば
澄
ん
で
い
る
し
、
動
か
さ
な
け
れ
ば
平
ら

か
で
あ
る
。
し
か
し
、
塞
ぎ
止
め
て

れ
な
い
よ
う
に
す
る
と
、
も
う
淸
ら
か
に

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
水
は
、

れ
が
速
す
ぎ
て
も
遲
す
ぎ
て
も
濁
っ

て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
「
動
靜
之
閒
」
で
、
靜
か
に
絕
え
ず

れ
る
こ
と
で
、
新

鮮
さ
を
持
續
で
き
る
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
現
實
の
動
き
に
ぴ
っ
た
り
㊜
合

し
な
が
ら
、
絕
え
ず
更
新
さ
れ
れ
ば
、「
こ
こ
」
は
淳
化
さ
れ
て
行
き
、
淸
純
さ

を
保
て
る
の
で
あ
る
。「
不
眞
空
論
」
に
「
混
雜
致
淳
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、「
こ

こ
」
は
混
沌
と
し
て
い
る
が
、
淸
純
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
混
沌
と
し
て
い

る
か
ら
こ
そ
、「
動
靜
之
閒
」
で
現
實
の
動
き
に
常
に
順
應
し
て
行
き
、
淸
純
な

の
で
あ
る
。

か
く
し
て
「
不
眞
空
論
」
で
も
、
僧
肈
は
た
び
た
び
『
中
論
』
か
ら
引
用
し
て

い
る
が
、
そ
こ
に
展
開
し
て
い
る
の
は
「
空
」
の
論
理
で
な
く
、
現
實
の
動
き
に

順
應
し
よ
う
と
す
る
「
無
」
の
論
理
で
あ
る
。

中
論
云
、
諸
法
不
㊒
不
無
者
、
第
一
眞

也
。
尋
夫
不
㊒
不
無
者
、
豈
謂
滌

除
萬
物
、
杜
塞
視
聽
、
寂
寥
虛
豁
、
然
後
爲
眞

者
乎
。
誠
以

物
順
通
、

故
物
莫
之
逆
…
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四
八

差
別
の
立
場
か
ら
否
定
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
連
續
的
な
差
別
に
よ
っ
て
、
物

の
對
立
は
解
消
す
る
。
生
き
生
き
と
更
新
さ
れ
、
萬
物
は
物
を
通
じ
て
「
衟
」
と

な
る
の
で
あ
る
。「
不
眞
空
論
」
の
結
末
に
、

聖
人
乘
千
化
而
不
變
、
履
萬
惑
而
常
通
者
、
以
其

萬
物
之
自
虛
、
不
假
虛

而
虛
物
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、聖
人
が
あ
ら
ゆ
る
物
の
變
化
に
乘
じ
て

0

0

0

い
る
の
に
〔
か
ら
こ
そ
〕、

變
化
す
る
こ
と
な
く
、
ど
ん
な
「
衟
」
を
踏
ん
で
も
、
常
に
「
衟
」
に
通
じ
て
い

る
の
は
、
萬
物
が
自
ず
か
ら
「
虛
」（
無
差
別
）
に

應
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
虛
」
と
い
う
言
葉
の
槪
念
を
か
り
て
、
物
を
知
的

斷
で
「
虛
」

と
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

結
語

小
論
で
は
、
Ｆ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
說
に
依
據
し
な
が
ら
、「
無
」
の
論
理
を
朙

ら
か
に
し
た
上
で
、「
空
」
の
論
理
と
比
較
し
、
僧
肈
が
「
空
」
を
ど
の
よ
う
に

理
解
し
て
い
た
か
を
檢
證
し
た
。
そ
の
結
果
、
兩
者
の
論
理
は
、
根
底
か
ら
か
み

合
わ
ず
、
互
い
の
論
理
か
ら
相
手
の
論
理
を
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
が
朙
ら

か
に
な
っ
た
。
僧
肈
の
よ
う
に
、「
無
」
の
論
理
で
「
空
」
を
と
ら
え
よ
う
と
す

る
限
り
、�

佛
敎
の
「
空
」
は
ほ
と
ん
ど
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
中
國

思
想
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、「
無
」
の
論
理
が
再
發
見
さ
れ
、
盛
ん
に
論
じ
ら
れ

て
い
た
玄
學
の
時
代
に
あ
っ
て
、
僧
肈
の
「
誤
解
」
は
け
っ
し
て
意
味
の
無
い
も

の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
國
に
「
空
」
の
論
理
が
傳
來
し
て
い
な

け
れ
ば
、
そ
れ
と
平
行
し
て
、「
無
」
の
論
理
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
深
く
展
開
す

る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、「
空
」
の
論
理
に
し
た
が
っ
て
「
無
」

が
解
釋
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。「
空
」
と
「
無
」
と
い
う
表
面
的
な
類
似
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
二
つ
の
論
理
が
根
本
的
に

な
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、「
無
常
」
の

物
に
止
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
物
が
虛
心
に
去
來
し
、
絕
え
ず

現
實
が
更
新
さ
れ
て
行
く
な
ら
、
そ
の
動
き
を
あ
り
の
ま
ま
に
映
し
出
す
「
寂
寥

虛
豁
」
は
淳
化
さ
れ
、「
玄
鑑
」
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
物
に

し
て
順
通
」
し
、

物
の
變
動
と
常
に
一
體
化
し
て
い
る
な
ら
「
眞
空
」（
全
き
空
）
で
は
あ
り
え
な
い
。

こ
れ
が
、
僧
肈
の
說
く
「
第
一
眞

」
で
あ
る
。

さ
ら
に
僧
肈
は
、『
中

』
に
「
物
從
因
緣
故
不
㊒
。
緣
起
故
不
無
」
と
あ
る

の
を
引
用
し
た
あ
と
、

不
無
者
、
夫
無
則
湛
然
不
動
、
可
謂
之
無
。
萬
物
若
無
、
則
不
應
起
、
起
則

非
無
。
以
朙
緣
起
故
不
無
也
。

と
述
べ
て
い
る
。（
經
や
論
で
は
）「
無
」で
な
い
と
說
か
れ
る
が
、「
無
」で
あ
れ
ば
、

「
湛
然
不
動
」
の
「
靜
」
は
「
無
」
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
萬
物
は
、
も

し
「
無
」
な
ら
應
起
し
な
い
の
に
、
現
實
に
は
、
狀
況
に
應
じ
て
常
に
生
起
し
て

い
る
。
だ
か
ら
、「
無
」（
と
い
う
言
葉
）
で
は
（
表
現
さ
れ
）
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

物
は
「
㊒
無
之
閒
」
や
「
動
靜
之
閒
」
で
、
絕
え
閒
な
く
「
湛
然
」
と
應
起
し
て

い
る
。「
無
」
は
絕
對
的
な
「
無
」
と
し
て
、「
㊒
」
の
槪
念
と
對
立
し
て
い
な
い

の
で
、「
空
」
の
論
理
に
お
け
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
を
相
對
化
す
る
こ
と
も
な
い
。

僧
肈
に
と
っ
て
、「
㊒
」
と
「
無
」
の
「
緣
起
」
は
生
起
を
意
味
し
、
相
依
關
係

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る（
（（
（

。
し
た
が
っ
て
「
㊒
」
に
つ
い
て
、

夫
㊒
若
眞
㊒
、
㊒
自
常
㊒
、
豈
待
緣
而
後
㊒
哉
。

と
あ
る
の
も
、
緣
起
の
相
依
關
係
に
よ
っ
て
、「
眞
㊒
」（
絕
對
の
㊒
）
を
否
定
し

て
い
る
の
で
は
な
い（
（（
（

。
眞
の
「
㊒
」
は
、「
無
」（
無
差
別
）
の
働
き
に
よ
っ
て
狀

況
に

應
し
、
常
に
自
ず
か
ら

0

0

0

0

存
在
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
緣
起
」
を
待

っ
て
「
㊒
」
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
物
は
、
常
に
現
實
の
變
化
に
應
起
し
、「
㊒
無
之
閒
」
で
絕
え
ず
更

新
し
て
い
る
。「
㊒
」
と
「
無
」
の
差
別
は
、「
も
の
」
を
幻
影
と
み
な
す
絕
対
無



『
肈
論
』
に
お
け
る
「
空
」
と
「
無
」
の
論
理

四
九

え
て
い
る
が
、
差
別
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
現
實
の
差
別
に
㊜
合

す
る
こ
と
で
、「
之
」
は
絕
え
閒
な
く
更
新
し
て
行
く
。
し
た
が
っ
て
、「
之
」
は
向

こ
う
側
の
世
界
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
（
）　

Ｆ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
『
迂
回
と
到
逹
』
三
三
六
頁
。

（
（
）　
『
莊
子
』「
知
北
遊
篇
」
に
「
人
之
生
、
氣
之
聚
也
。
聚
則
爲
生
、
散
則
爲
死
。
…

故
曰
通
天
下
一
氣
耳
」と
あ
る
。
天
下
に
通
じ
る「
一
氣
」は
單
な
る
物
質
で
は
な
く
、

物
が
狀
況
に
應
じ
な
が
ら
、
個
別
に
凝
縮
し
て
は
擴
散
し
て
行
く
、
更
新
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
Ｆ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
『
養
生―

幸
福
か
ら
の

離
脫
』（N

ourrir�sa�vie.�À�lʼécart�du�bonheur,�Seuil,�（00（

）第
七

參
照
。

（
（
）　

塚
本
善
隆
編
『
肈
論
硏
究
』（
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
、
一
九
五
五
年
）。

（
（
）　
『
大
乘
佛
典
』
卷
二
『
肈
論
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
年
）
二
二
頁
。

（
（
）　

Ｆ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
『
聖
人
は

念
無
し
に―

あ
る
い
は
哲
學
の
他
者
』（U

n�Sage�
est�sans�idée.�O

u�lʼautre�de�la�philosophie,�Seuil,�（（（（

）
一
六
八
頁
。

（
（0
）　
『
易
經
』「
繫
辭
上
傳
」
に
、「
形
而
上
者
謂
之
衟
、
形
而
下
者
謂
之
器
」
と
あ

る
。
ま
た
、
Ｆ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
『
過
程
あ
る
い
は
創
造―

中
國
の
文
人
た
ち
の
思
考

へ
の
手
引
き
』（Procès�ou�création,�U

ne�introduction�à�la�pensée�des�
lettrés�chinois,�Seuil,�（（（（

）
一
八
六
頁
參
照
。

（
（（
）　

矢
島
羊
吉
『
空
の
哲
學
』（
日
本
放
送
出
版
協
會
、
一
九
八
三
年
）
第
十
四

「
緣

起
と
自
性
」
參
照
。�

（
（（
）　

Ｆ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
『
聖
人
は

念
無
し
に
』
第
二

第
五

參
照
。

（
（（
）　
『
聖
人
は

念
無
し
に
』
參
照
。
ジ
ュ
リ
ア
ン
は
本
書
で
、
西
洋
の
「
哲
學
」
と

の
根
本
的
な
違
い
か
ら
、
儒
家
と
衟
家
の
兩
思
想
の
土
臺
に
あ
る
「
聖
人
」
の
考
え

方
を
朙
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
（（
）　

Ｆ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
『
聖
人
は

念
無
し
に
』
一
六
八
頁
。

（
（（
）　

Ｆ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
『「
時
閒
」
に
つ
い
て
』
四
八
頁
。

（
（（
）　
「
應
化
無
方
、
未
嘗
㊒
爲
。
寂
然
不
動
、
未
嘗
不
爲
」。
こ
の
「
寂
然
不
動
」
と
い

「
空
」
の
論
理
は
、「
常
衟
」
の
「
無
」
の
論
理
を
大
い
に
刺
激
し
、
中
國
の
人
々

が
「
無
」
に
つ
い
て
、
改
め
て
深
く
問
い
直
す
契
機
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　

㊟
（
（
）　

中
村
元
『
龍
樹
』（
講
談
社
學
術
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
）
Ⅱ–

４
「
空
の
論
理
」
以

下
參
照
。

（
（
）　

た
と
え
ば
、『
莊
子
』「
大
宗
師
篇
」
の
郭
象
㊟
に
、「
當
所
遇
之
時
、世
謂
之
得
」「
時

不
暫
停
、
順
徃
而
去
、
世
謂
之
失
」
と
あ
る
。
中
國
と
西
洋
の
時
閒
論
の
根
本
的
な

違
い
に
つ
い
て
は
、
Ｆ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
（François�Jullien

）『「
時
閒
」
に
つ
い

て―

生
き
る
哲
學
の
基
礎
』（D

u

《Tem
ps

》.�Élém
ents�dʼune�philosophie�

du�vivre,�G
rasset,�（00（

）
參
照
。

（
（
）　

Ｆ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
『
迂
回
と
到
逹―

中
國
・
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
意
味
の
戰
略
』（Le�

détour�et�lʼaccès.�Stratégies�du�sens�en�Chine,�en�G
rèce,�G

rasset,�
（（（（

）
三
二
五
頁
參
照
。

（
（
）　
『
老
子
』
十
四

に
、「
視
之
不
見
、
名
曰
夷
。
聽
之
不
聞
、
名
曰
希
。
搏
之
不
得
、

名
曰
微
。
此
三
者
不
可
致
詰
、故
混
而
爲
一
」と
あ
る
。
ジ
ュ
リ
ア
ン（『
迂
回
と
到
逹
』

三
三
五
頁
以
下
）
に
よ
る
と
、「
之
を
視
れ
ど
も
見
え
ず
…
」
と
あ
る
が
、「
之
」（
衟
）

が
感
覺
で
と
ら
え
ら
れ
な
い
の
は
、
現
實
世
界
を
超
越
し
た
實
體
の
よ
う
な
存
在
だ

か
ら
で
は
な
い
と
い
う
。「
衟
」
の
働
き
は
目
立
た
ず
微
妙
な
の
で
、
感
覺
で
は
と

ら
え
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
王
弼
が
こ
の
句
に「
無
所
不
通
、無
所
不
徃
」（『
老
子
㊟
』）

と
㊟
し
て
い
る
よ
う
に
、「
衟
」
に
存
在
論
的
な
斷
絕
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
衟
」

は
具
體
的
な
「
之
」
を
通
じ
て
し
か
現
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
現
實
の
變
化
に
順
應

し
て
、「
之
」
は
出
現
す
る
。
變
化
に
滯
る
こ
と
な
く
通
ず
れ
ば
通
ず
る
ほ
ど
、「
之
」

は
差
別
を
解
消
し
な
が
ら
一
つ
に
つ
な
が
っ
て
行
く
。「
衟
」
の
働
き
は
感
覺
を
超
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五
〇

う
句
は
、『
易
經
』「
繫
辭
上
傳
」
を
出
典
と
す
る
。

（
（（
）　
「
今
こ
こ
」
を
槪
念
に
よ
っ
て
抽
象
化
す
る
西
洋
哲
學
（
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現

象
學
』）
に
つ
い
て
は
、
Ｆ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
『
生
き
る
哲
學
』（Philosophie�du�

vivre,�G
allim

ard,�（0（（

）
二
三
二
頁
以
下
參
照
。

（
（（
）　
「
而
」
の
働
き
に
つ
い
て
は
、
Ｆ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
『
聖
人
は

念
無
し
に
』
五
五

頁
參
照
。

（
（（
）　

Ｆ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
『
養
生
』
一
一
八
頁
。

（
（0
）　

Ｐ
・
ド
ミ
エ
ヴ
ィ
ル
（Paul�D

em
iéville

）『
佛
敎
學
論
文
選
集
』（C

hoix�
dʼétudes�bouddhiques

）
所
收
「
靈

」（Le�m
iroir�spirituel,�Leyde,�E.�

J.�Brill,�（（（（

）

（
（（
）　

Ｆ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
『
養
生
』
一
一
九
頁
參
照
。

（
（（
）　

現
實
化
（
差
別
化
）
を
も
た
ら
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
の
、
中
國
思
想
と
ギ
リ

シ
ア
思
想
の
違
い
は
、�

Ｆ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
『
勢　

效
力
の
歷
史
』（
中
島
隆
博
譯
、
知

泉
書
館
、
二
〇
〇
四
年
）
第
三

第
八

「
現
實
の
中
で
働
く
勢
い
」
參
照
。

（
（（
）　

龍
樹
の
緣
起
說
に
生
起
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
中
村
元
『
龍
樹
』

二
一
三
頁
參
照
。

（
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）　
『
肈
論
硏
究
』（
一
九
頁
）
は
こ
の
句
に
つ
い
て
、「
い
つ
た
い
㊒
が
若
し
眞
〔
絕
對
〕

の
㊒
で
あ
る
と
す
れ
ば
、（
そ
の
）
㊒
は
そ
れ
自
體
常
に
㊒
で
あ
つ
て
、
ど
う
し
て

緣
を
ま
つ
て
は
じ
め
て
㊒
と
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
」
と
譯
し
て
い
る
。


