
■

先
づ
西
洋
の
原
子
論
に
就
て
見
る
に
、
原
子
論
侭
ざ
員
。
ｇ
⑦
。
ｑ
）
を
最
初
に
唱
へ
た
の
は
希
臘
の
レ
ウ
キ
ッ
ポ
ス
で
、
之
を
大
成
し

た
の
は
デ
モ
ク
リ
ト
ス
（
Ｂ
Ｃ
四
六
○
’
三
六
○
）
で
あ
る
。
是
よ
り
先
へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
（
Ｂ
Ｃ
五
三
五
’
四
七
五
）
は
、
世
界
の
実

パ
ン
ク
レ
イ

相
は
運
動
で
事
物
が
固
定
し
て
ゐ
る
如
く
見
え
る
の
は
全
く
感
覺
の
誤
謬
で
あ
る
と
な
し
て
彼
の
有
名
な
「
萬
物
流
転
」
を
唱
へ
、
最
も

活
動
的
な
火
を
以
て
世
界
の
原
質
と
し
、
火
か
ら
水
、
水
か
ら
土
を
生
じ
て
寓
物
が
生
ず
る
と
説
い
た
。
是
に
対
し
て
エ
レ
ア
派
の
パ
ル

メ
ニ
デ
一
〈
（
五
一
五
頃
生
）
は
運
動
と
変
化
を
否
定
し
、
運
動
と
変
化
は
感
覺
の
幻
影
で
あ
り
真
の
実
在
は
不
生
不
滅
不
動
唯
一
諏
統
の

エ
郡
ｏ
ナ

有
で
あ
る
と
し
た
、
有
は
充
実
を
意
味
し
何
等
か
の
形
体
溌
具
へ
た
物
体
で
、
室
虚
と
相
反
す
る
か
ら
非
有
即
ち
空
虚
た
る
空
間
の
実
在

裏
ノ
Ｃ

一
、
希
臘
の
原
子
論

唯
物
論
は
経
戦
後
急
激
に
思
想
界
の
菱
面
に
拾
頭
し
、
今
日
で
は
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、
其
影
聯
を
蒙
ら
な
い
者
は
な
い
で

ア
卜
ム

あ
ら
う
。
抑
も
唯
物
論
が
創
め
て
唱
へ
ら
れ
た
の
は
、
西
洋
で
は
希
臘
哲
学
に
於
て
原
子
論
が
確
立
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
が
、
印
度

に
於
て
は
更
に
時
代
的
に
遡
る
こ
と
が
脳
来
る
。
勿
論
当
時
の
唯
物
論
は
現
代
の
糖
致
な
も
の
に
比
す
べ
く
も
な
い
が
、
併
し
「
物
と
は

何
ぞ
や
」
の
根
本
問
題
が
未
解
決
で
あ
る
限
り
、
東
西
雨
洋
の
古
き
物
の
観
念
を
反
省
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
無
意
義
で
は
な
い
で
あ
ら

原
子
論
吟
』
沸
教

坂
本
幸
男
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●

、

を
否
定
す
る
。
併
し
一
面
感
覚
に
現
れ
る
現
実
の
世
界
を
説
明
す
る
段
に
な
る
と
非
有
の
存
在
を
假
定
し
、
有
と
非
有
と
の
混
合
に
依
て

萬
物
が
生
す
る
と
読
い
た
の
で
あ
る
。

抑
も
世
界
の
原
質
の
観
念
を
分
析
す
れ
ば
実
在
と
過
程
と
の
二
つ
に
な
る
が
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
前
者
を
躯
調
し
、
ヘ
ラ
タ
レ
イ
ト
ス

は
後
者
を
力
説
し
た
よ
う
で
あ
る
。
然
る
に
現
実
を
顧
み
れ
ば
実
在
と
過
程
と
の
雨
者
は
其
一
を
峡
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
ェ

騨
緋
紳
壱
諭
鮨
融
鯏
職
蕊
蝦
溌
鑪
岬
懸
蕊
辨
溌
鰡
潔
蠅
瀦
や
雛
瀦
鰡
鱸
鵬

四
元
素
に
分
ち
し
か
も
此
等
は
自
ら
運
動
す
る
こ
と
が
艇
来
な
い
の
で
愛
憎
の
ニ
カ
に
依
て
機
械
的
に
離
合
集
散
し
て
現
象
世
界
を
生
ず

る
と
見
た
の
で
あ
る
。
更
に
此
エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ス
の
尤
素
説
溌
徹
底
さ
せ
る
に
は
元
素
を
四
に
限
ら
な
い
で
無
数
と
し
、
且
つ
其
性
質
的

差
別
を
認
め
る
、
或
は
認
め
な
い
か
、
の
何
れ
か
の
方
向
に
進
室
な
け
鯉
ぱ
な
ら
な
い
。
ア
ナ
ク
渉
ざ
ブ
ス
は
前
者
の
立
場
を
取
っ
て
性

質
の
差
別
に
從
っ
て
無
数
の
元
素
お
立
て
』
且
つ
元
素
を
不
生
不
滅
不
可
見
不
可
分
の
物
体
と
し
万
有
は
是
等
の
元
素
を
悉
く
具
し
て
ゐ

る
が
其
分
最
の
相
違
に
依
て
性
質
を
異
に
す
る
と
考
へ
た
。
從
っ
て
一
切
の
事
物
は
皆
同
質
で
あ
る
訳
で
あ
る
。
更
に
此
元
素
を
一
切
造

ス
ペ
ル
マ
タ

物
の
種
子
と
名
け
、
亦
自
己
の
中
に
自
ら
動
き
他
を
動
か
・
す
力
を
持
っ
て
ゐ
る
の
で
生
物
体
の
霊
智
に
比
し
て
ヌ
ー
ス
と
も
名
け
た
が
可

併
し
依
然
と
し
て
輕
妙
な
物
質
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
是
に
反
し
て
元
素
の
無
数
を
許
し
乍
ら
性
質
的
差
別
話
認
め
な
い
の
が
レ
ウ
キ
ッ
ボ

ス
の
原
子
説
で
あ
る
。
即
ち
実
在
は
無
数
不
生
不
滅
不
可
分
同
一
性
で
あ
る
が
、
唯
分
量
の
相
蓮
に
從
て
大
小
形
状
位
置
の
差
別
が
生
ず

る
。
そ
し
て
不
可
分
の
極
微
と
い
ふ
意
味
で
ア
ト
ム
と
名
け
、
其
運
動
は
全
く
ア
ト
ム
自
身
の
重
力
に
依
る
と
し
、
運
動
の
可
能
な
た
め

に
は
有
の
外
に
室
虚
が
実
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
遂
に
エ
レ
ア
派
に
反
対
し
て
空
間
の
実
在
を
主
張
し
た
。
筒
、
レ
ウ
キ
ッ
ポ
ス

の
学
説
を
繼
承
し
た
デ
モ
ク
リ
ト
ス
に
従
へ
ぼ
、
ア
ト
ム
の
合
離
に
依
て
現
象
世
界
紘
生
滅
す
る
げ
れ
ど
も
ア
ト
ム
自
身
は
常
住
不
可
壊
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翻
て
之
を
印
度
に
見
る
に
、
既
に
チ
ャ
ー
ン
ド
ー
グ
ャ
奥
義
書
（
紀
元
前
八
祇
紀
’
五
世
紀
）
に
於
て
宇
宙
創
造
の
根
本
原
理
で
叉
寓

プ
ラ
フ
マ
シ
ア
ー
ト
寺
ン
ア
塞

有
に
内
在
す
る
力
と
考
へ
ら
れ
た
梵
及
び
我
を
「
小
の
極
小
」
或
は
微
と
名
け
て
ゐ
る
が
、
併
し
ア
ト
ム
の
観
念
に
逵
す
る
に
催
極
小
の

観
念
．
が
物
質
に
適
用
せ
ら
鯉
ろ
の
み
な
ら
歩
物
質
の
不
可
壌
性
の
観
念
と
も
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
梵
及
び
我
の
極
小
を

、

で
あ
り
、
ア
ト
ム
が
合
離
訪
ろ
た
め
に
は
運
動
が
蔵
け
れ
ぽ
な
ら
歩
、
運
動
が
可
能
な
る
た
め
に
は
室
間
が
実
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

斯
く
て
エ
レ
ア
派
に
辰
対
し
て
運
動
と
空
間
と
の
実
在
を
主
張
し
、
ア
ト
ム
及
其
合
成
物
の
鴎
性
を
形
態
、
大
小
、
輕
重
、
疎
密
、
硬
軟

の
五
種
に
限
り
諭
此
等
以
外
の
性
質
た
る
色
香
味
等
を
皆
現
象
的
存
在
と
し
、
前
者
を
矛
一
物
性
、
後
者
を
矛
二
物
性
と
名
づ
け
た
。
例

へ
ぱ
媛
は
円
い
ア
ト
ム
、
白
は
租
な
ア
ト
ム
、
黒
は
滑
か
な
ア
ト
ム
、
酸
は
小
三
角
の
ア
ト
ム
・
甘
は
大
円
の
ア
ト
ム
に
属
し
、
特
に
火

を
球
体
と
見
る
如
き
で
あ
る
ｃ
そ
し
て
此
等
が
唯
一
種
類
の
ア
ト
ム
に
馬
す
る
と
考
へ
た
の
は
明
か
に
へ
ラ
ク
ラ
イ
ト
ス
の
影
響
で
あ
る

又
ア
ト
ム
は
重
銑
に
依
っ
て
無
始
よ
り
落
下
運
動
を
続
け
、
其
間
に
価
突
諾
起
す
と
共
に
渦
動
を
生
じ
、
鯉
重
相
分
れ
て
現
象
の
世
界
と

な
る
が
、
或
る
時
期
に
は
全
く
破
壊
せ
ら
れ
て
更
に
復
た
成
立
し
、
斯
く
て
批
界
は
定
期
的
に
成
壊
す
る
。
又
彼
に
従
へ
ぼ
心
は
最
も
微

小
、
円
滑
、
輕
妙
な
火
の
ア
ト
ム
、
か
ら
成
立
し
、
火
の
ア
ト
ム
は
室
間
に
も
遍
満
し
て
ゐ
る
が
人
体
に
最
も
多
く
存
在
し
、
此
ア
ト
ム
と

物
体
の
ア
ト
ム
と
の
結
合
に
依
て
感
覚
が
生
ず
る
と
説
く
。
例
へ
ぱ
旗
覺
は
物
体
の
表
面
か
ら
ア
ト
ム
が
飛
出
し
眼
の
上
を
圧
し
て
火
の

ア
ト
ム
に
印
象
を
與
へ
る
の
で
あ
る
。
尚
、
ア
ト
ム
の
配
列
に
就
て
は
単
に
並
ん
で
接
た
わ
っ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
と
述
べ
て
ゐ
る
ｏ

以
上
の
如
き
純
然
た
る
唯
物
論
的
な
ア
ト
ム
説
が
、
希
臘
に
於
て
確
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
詳
細
に
考
察
す
る
と
色
汽
な
矛
盾
不
合
理

群
含
ん
で
ゐ
る
。
即
ち
不
可
分
な
ア
ト
ム
に
如
何
に
し
て
大
小
等
の
形
状
が
あ
り
得
る
か
。
又
運
動
す
る
ア
ト
ム
が
如
何
に
し
て
常
住
な

り
得
る
か
。
其
他
ア
ト
ム
の
配
列
等
、
印
度
の
極
機
論
に
較
べ
て
尚
及
ば
な
い
も
の
が
あ
る
と
思
ふ
。

二
、
害
那
教
の
原
子
論

〆
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ダ
ル
マ
ア
ダ
ル
可
ア
ー
カ
ー
シ
ヤ
ジ
ー
パ
プ
ト
ガ
ラ

耆
那
教
世
界
観
の
基
本
的
原
理
は
運
動
、
静
止
、
室
間
、
鰯
魂
、
物
質
の
五
種
の
実
体
で
、
時
間
的
に
は
常
住
、
空
間
的
に
は
無
簸
の
微

点
の
豪
り
で
あ
る
。
就
中
初
の
三
は
車
一
性
不
活
動
性
、
後
の
二
は
多
数
性
活
動
性
で
あ
り
、
で
〈
前
の
四
が
無
形
態
な
る
に
対
し
て
物
質

は
有
形
態
で
あ
る
。
物
質
は
性
質
と
様
態
即
ち
鯛
と
味
と
香
と
色
と
声
と
微
細
と
篦
大
と
形
状
と
区
分
と
闇
と
影
と
灼
熱
と
光
と
を
有
し

て
身
体
諾
織
成
し
、
且
つ
言
語
思
考
呼
吸
等
の
生
命
現
象
迄
も
其
機
能
と
し
て
有
し
、
更
に
蕊
魂
に
苦
樂
滞
感
ぜ
し
め
生
死
を
経
験
せ
し

ア
ヌ

め
ろ
原
因
で
あ
る
。
そ
し
て
斯
ろ
物
質
に
就
て
ア
ト
ム
即
ち
機
（
唱
己
が
説
か
虹
ろ
。
微
は
物
質
を
分
割
し
て
極
限
に
達
し
た
時
を
指

す
の
で
あ
る
か
ら
不
可
分
割
の
極
小
色
あ
る
が
、
極
大
な
室
間
が
常
住
で
あ
る
と
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
ゐ
る
所
か
ら
極
小
な
微
も
亦
常
住

で
あ
る
と
推
定
せ
ら
れ
た
。
一
微
は
色
味
香
を
有
し
二
微
は
鯛
を
有
す
る
け
れ
ど
も
微
に
は
声
が
無
い
。
蓋
し
声
は
微
の
聚
合
た
る
菰
と

悪
と
が
接
鯛
す
る
時
発
生
す
る
か
ら
で
あ
る
。
從
て
色
味
香
燭
即
ち
地
水
火
風
に
対
應
す
る
異
質
的
四
種
類
の
微
が
存
在
す
る
の
で
は
な

く
、
其
点
は
希
臘
の
ア
ト
ム
説
に
似
て
ゐ
る
ｏ
で
は
如
何
に
し
て
地
水
火
風
が
現
は
れ
る
か
と
云
へ
ぼ
是
に
就
て
は
何
等
の
解
説
も
與
へ

ら
妊
て
ゐ
な
い
が
、
恐
ら
く
一
プ
モ
ク
リ
ス
ト
の
如
く
分
堂
の
柏
建
に
依
る
と
老
へ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
蓋
し
色
味
香
鯛
は
実
在
た
る

徴
の
性
質
で
あ
っ
て
無
常
な
も
の
と
見
倣
さ
鯉
て
ゐ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
微
は
二
個
或
は
三
個
づ
つ
結
合
し
、
結
合
の
原
因
は
微
の
有
す
る

以
て
直
ち
に
ア
ト
ム
と
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

印
度
に
ア
ト
ム
の
観
念
が
生
じ
の
は
大
勇
（
五
四
九
’
四
七
七
）
を
開
祀
皇
ｊ
る
耆
那
教
が
最
初
で
あ
る
響
從
て
其
起
源
は
希
臘
よ
り

も
早
い
こ
と
に
な
る
。
其
後
勝
論
派
は
ア
ト
ム
説
を
基
本
的
教
義
と
し
て
取
扱
ひ
大
い
に
其
論
証
に
努
め
た
の
で
、
正
理
派
は
勿
論
、
職

伽
派
や
瓢
曼
薩
派
の
一
部
の
者
さ
え
之
粍
採
用
し
た
。
併
し
吹
檀
多
派
か
ら
は
鋭
く
攻
盤
せ
ら
れ
た
。
叉
一
方
佛
激
で
は
小
乘
の
有
部
派

や
経
量
部
派
が
之
を
取
入
れ
て
佛
教
的
に
改
造
し
た
け
れ
ど
も
、
中
観
琉
伽
の
雨
涙
か
ら
は
厳
し
く
批
判
せ
ら
れ
た
。
以
下
其
等
に
就
て

少
し
く
論
述
し
よ
う
。
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マ
ラ
プ
ヤ
ゲ
ナ
カ
心
マ
サ
ー
マ
Ｉ
異
ヤ
呼
七
－
．
シ
ヤ
サ
ー
マ
狭
Ｉ
詐

次
に
勝
論
派
ば
世
界
構
成
の
根
本
原
理
を
実
、
徳
、
業
《
同
、
異
、
和
合
の
六
種
に
纏
め
る
。
就
中
実
と
は
事
物
の
主
体
に

名
づ
け
、
陽
性
の
中
の
静
的
方
面
を
穂
、
動
的
方
面
を
業
と
名
づ
け
、
実
徳
業
の
三
者
が
不
離
の
関
係
に
在
る
の
を
和
合
と
名
づ
け
、
此
具

Ｑ

体
的
事
物
の
類
概
念
及
び
種
概
念
に
相
当
す
る
も
の
を
夫
夫
同
、
異
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
更
に
此
実
の
中
に
地
水
火
風
空
時
方
我
意
の

九
種
を
数
へ
、
地
は
色
香
味
鯛
の
四
徳
を
、
水
は
色
味
濁
の
三
徳
を
、
火
は
色
鰯
の
二
徳
を
、
風
は
燭
穂
の
み
を
有
す
る
と
し
た
。
物
箕

が
地
水
火
風
の
四
犬
か
ら
造
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
う
考
へ
は
銃
に
チ
ャ
ン
ド
ー
グ
ヤ
奥
義
書
以
来
一
般
に
行
は
れ
て
ゐ
た
思
想
で
あ
る
が
、

弓

今
勝
諭
派
は
此
四
大
仁
夫
夫
対
應
す
る
異
っ
た
微
が
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
微
の
存
在
を
論
証
し
て
「
無
常
な
る
も
の
は
必
ず

常
住
な
る
も
の
を
予
想
し
、
楽
合
体
は
軍
休
を
予
想
す
る
か
ら
、
無
常
に
し
て
蕊
合
体
た
る
物
質
の
根
底
に
は
常
住
し
て
軍
一
な
る
実
在

が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
微
で
あ
る
。
而
も
微
が
我
我
の
感
覚
に
依
て
知
覺
せ
ら
れ
な
い
と
い
ふ
理
由
で
微
の
存
在
を
否

定
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
無
明
で
あ
る
。
そ
し
て
此
無
明
の
あ
る
こ
と
が
却
て
常
住
な
る
微
に
依
て
抵
界
が
造
ら
れ
て
ゐ
る
証
左
で
あ
る
」

と
云
ふ
の
で
あ
る
。
叉
正
理
派
に
從
へ
ぼ
二
種
の
理
由
に
基
い
て
微
の
存
在
を
論
証
し
て
ゐ
る
。
矛
一
は
部
分
よ
り
成
立
す
る
も
の
は
全

体
と
呼
ば
れ
る
。
併
し
其
部
分
も
更
に
部
分
か
ら
成
立
し
て
ゐ
る
か
ら
同
時
に
復
た
全
休
で
あ
石
。
斯
く
て
部
分
の
部
分
が
無
限
に
追
来

せ
ら
れ
、
若
し
も
最
後
の
部
分
に
至
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
全
休
の
観
念
を
老
へ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
從
て
分
割
は
更
に
分
割
す
る

こ
と
の
出
来
な
い
極
限
に
達
し
な
け
奴
ぱ
な
ら
な
い
。
其
極
限
が
微
で
あ
る
。
矛
二
は
若
し
も
部
分
に
分
割
す
る
こ
と
が
無
限
に
続
い
て

維
極
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
な
ら
ば
、
塵
は
其
容
稜
に
於
て
大
山
と
異
な
ら
な
い
と
い
ふ
不
合
理
に
陥
入
る
で
あ
ら
う
。
何
と
な
れ

粘
着
性
と
乾
燥
性
と
に
依
り
、
其
結
合
は
短
か
け
れ
ば
一
点
時
、
長
け
れ
ば
不
可
計
時
で
あ
る
。
但
し
等
し
く
粘
着
幟
或
は
乾
燥
性
老
有

し
而
か
閤
其
程
度
が
同
じ
で
あ
る
場
合
に
は
結
合
し
な
い
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。

三
、
勝
論
派
の
原
子
論

司
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ぱ
雨
者
の
分
割
は
無
限
に
続
く
か
ら
で
あ
る
。
故
に
不
可
分
割
の
極
小
の
も
の
で
最
牛
や
部
分
を
有
し
な
い
も
の
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
が
微
で
あ
る
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
斯
て
其
存
在
が
論
証
せ
ら
れ
た
微
は
常
住
不
変
で
如
何
な
る
場
合
に
も
生
準
す
る
こ

と
な
く
、
他
を
作
る
因
で
は
あ
る
が
他
に
依
て
作
ら
れ
る
こ
と
の
無
い
無
始
無
維
の
澗
立
の
実
在
で
、
其
形
故
は
球
体
で
あ
る
。
叉
微
の

数
は
無
数
で
、
豪
合
し
て
具
体
的
事
物
諾
構
成
す
る
が
寺
其
聚
合
の
仕
方
は
註
鐸
家
の
間
に
異
説
が
あ
る
。
矛
一
説
は
「
一
微
は
”
の
一

微
と
結
合
し
て
二
微
果
と
な
り
稲
更
に
之
に
他
の
一
綴
が
合
し
て
三
微
果
と
な
り
、
乃
至
無
数
に
至
る
」
、
渉
二
説
は
「
一
微
三
微
は
物

溌
構
成
せ
し
め
る
力
無
く
、
凡
て
二
微
果
を
結
合
の
単
位
と
し
、
微
は
先
づ
こ
微
果
と
な
り
、
次
に
二
つ
の
二
微
果
が
合
し
、
次
に
三
つ

の
二
微
果
が
合
す
る
と
い
ふ
順
序
で
あ
る
」
・
矛
三
説
は
「
一
微
と
一
微
と
が
合
し
て
子
微
即
ち
二
微
果
と
な
り
、
二
微
果
と
一
微
が
合

し
て
三
微
果
と
な
り
、
三
微
果
と
三
微
果
が
合
し
て
才
七
子
微
と
な
り
、
此
矛
七
子
微
が
一
微
と
合
し
て
七
微
果
と
な
り
、
七
微
果
と
七

微
果
が
合
し
て
第
十
五
子
微
と
な
る
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
叉
微
の
結
合
の
原
因
に
就
て
は
世
界
構
成
の
最
初
に
於
て
は
人
人
の
行
爲
の

結
果
た
る
業
刀
を
動
力
西
と
し
実
の
微
を
質
量
因
と
し
て
壌
劫
中
単
猫
に
散
在
し
て
ゐ
た
微
の
間
に
結
合
現
象
が
起
り
、
次
才
に
世
界
が

形
成
せ
ら
れ
る
と
見
る
の
で
あ
る
が
、
正
理
派
の
如
く
跡
の
存
在
を
認
め
る
学
派
で
は
微
の
行
動
を
跡
が
指
図
す
る
と
も
述
べ
て
ゐ
る
・

四
、
有
部
派
の
極
微
論
（
原
子
論
）

者
邪
教
と
同
時
代
に
起
っ
た
佛
教
は
昔
々
及
び
環
境
世
界
を
色
受
想
打
識
の
五
溌
の
衆
り
で
あ
る
と
見
て
、
奥
義
番
以
来
発
達
し
た
「

ア
Ｉ
ト
マ
ン
“

凡
て
の
物
に
内
在
し
内
部
か
ら
物
を
主
宰
す
る
永
遠
に
し
て
唯
一
絶
対
者
た
る
莞
と
其
本
質
を
等
し
く
す
る
我
」
彰
否
定
し
て
諸
法
無
我

ぺ
１
ダ
ナ
ー
サ
ン
ジ
ユ
ニ
・
で
！
サ
ン
ス
ヵ
ー
ラ

溌
唱
た
．
夢
は
鬘
箸
し
変
化
し
鑿
聲
る
震
雲
ひ
、
季
と
は
濤
鬘
、
想
と
墓
象
鑿
、
行
と
は
意
喜
欲
、

識
と
は
心
の
主
体
を
い
ひ
、
世
界
は
色
た
る
外
界
と
受
想
宿
識
た
る
内
界
と
か
ら
成
立
し
、
そ
れ
以
外
に
澗
立
の
我
は
存
在
し
な
い
と

ピ
ジ
ユ
ニ
ヤ
↑
ナ

い
ふ
の
が
五
菰
説
の
意
味
で
是
が
佛
教
の
根
本
的
立
場
で
あ
る
。
是
を
奥
義
書
が
緒
祁
活
動
を
呼
吸
意
語
覗
踊
聴
礎
の
五
種
に
纏
め
た
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の
に
較
べ
れ
ぽ
其
抽
象
体
系
化
に
於
て
優
妊
た
能
力
を
示
し
て
ゐ
る
と
と
が
判
る
。
又
耆
那
教
の
運
動
静
止
空
間
霊
魂
物
質
の
五
原
理
が

素
朴
的
圭
嘉
詩
的
傾
向
の
著
し
い
の
に
比
す
恥
ぽ
五
蕊
説
は
精
や
観
念
論
に
傾
む
く
様
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
佛
教
は
軍
な
る
観
念
論
で

は
な
く
物
と
心
と
の
関
漂
の
上
に
世
界
の
成
立
を
見
る
の
で
あ
っ
て
、
是
が
所
謂
る
縁
起
説
で
あ
る
。
即
ち
奥
義
書
は
最
唯
一
の
精
赫
的

原
理
た
る
梵
か
ら
世
界
が
生
じ
た
と
考
へ
て
転
変
説
を
主
張
し
、
或
は
唯
物
論
者
は
批
界
を
種
々
な
ろ
素
材
の
軍
な
る
集
合
に
過
ぎ
な
い

と
見
て
濟
聚
説
を
唱
へ
た
が
、
此
雨
説
を
止
揚
し
て
「
凡
て
は
因
縁
に
依
て
生
ず
」
と
の
新
し
い
立
場
に
立
っ
た
の
が
縁
起
説
で
あ
る
。

此
織
起
説
に
於
て
は
凡
て
の
物
は
閃
縁
に
依
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
偽
、
其
限
り
に
於
て
凡
て
は
無
常
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
從

て
斯
る
縁
起
説
を
説
く
佛
教
に
於
て
原
子
説
が
果
し
て
許
さ
奴
ろ
で
あ
ら
う
か
。

パ
ヲ
マ
ア
ス

抑
も
佛
教
の
原
子
説
即
ち
極
微
論
は
耆
那
教
及
び
勝
論
派
等
の
微
説
の
影
響
海
受
け
て
紀
元
前
後
頃
小
乘
有
部
派
を
中
心
と
し
て
発
達
じ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
奴
で
は
如
何
な
る
理
由
に
基
づ
い
て
穂
微
説
を
主
張
し
た
か
と
い
へ
ぼ
、
順
正
理
論
に
從
へ
ぱ
侭
が
積
楽
し
て
成
れ

る
最
大
銑
の
身
体
は
色
究
寛
天
で
あ
る
か
ら
、
之
と
反
対
に
最
小
齢
は
角
聚
を
分
制
し
て
其
極
限
に
寵
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

是
が
一
極
微
で
あ
る
。
そ
し
て
極
微
に
は
実
体
が
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
、
若
し
実
体
が
無
け
れ
ば
之
を
集
め
て
も
聚
色
即
ち
具
体
的
な
物

質
と
成
る
こ
と
が
脳
来
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
大
毘
婆
沙
論
は
感
覺
機
関
た
る
眼
耳
鼻
舌
身
の
五
根
と
男
女
根
と
及
び

青
黄
赤
白
等
の
顯
色
と
並
び
に
長
短
方
円
等
の
形
色
と
の
極
微
を
説
き
、
甚
し
き
に
至
っ
て
は
更
に
木
火
次
等
に
も
夫
々
異
っ
た
極
微
が

あ
る
と
説
い
た
。
何
と
な
れ
ば
若
し
も
一
極
微
に
青
色
や
、
長
形
の
極
微
が
無
け
恥
ぱ
衆
極
微
が
集
っ
て
も
青
色
や
長
形
と
成
る
こ
．
と
が

出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
是
は
救
か
ら
質
へ
の
飛
跳
を
認
め
な
い
立
場
で
、
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
の
種
子
説
に
似
た

考
で
あ
り
、
從
っ
て
一
プ
モ
ク
リ
ト
ス
の
ア
ト
ム
説
や
者
那
教
が
微
を
根
本
要
素
と
し
て
の
物
質
の
実
体
に
の
み
限
り
、
勝
論
派
が
地
水
火
風

の
四
犬
の
み
に
限
定
し
た
の
産
篭
だ
異
る
所
で
、
極
め
〒
撫
雛
な
織
潰
を
右
す
る
こ
と
に
な
る
訳
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
等
の
極
織
は
一
体

４
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如
何
な
る
構
造
を
持
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
に
就
て
は
何
等
明
示
さ
れ
て
ゐ
な
い
。

抑
女
も
有
部
派
に
於
い
て
は
物
笈
を
構
成
す
る
根
本
要
素
と
し
て
堅
揺
鵬
動
の
性
衝
と
持
砺
熟
長
の
働
き
と
務
有
す
る
地
水
火
風
の
四

大
を
立
て
、
四
大
は
各
別
に
相
離
れ
て
軍
濁
で
住
す
る
こ
と
な
く
、
必
ず
常
に
不
相
離
の
関
係
に
在
り
つ
上
其
の
裁
を
増
減
し
、
四
犬
が

因
と
な
っ
て
眼
耳
鼻
舌
身
の
五
根
と
色
声
香
味
鯛
の
五
境
と
無
表
色
（
行
爲
の
惰
性
）
と
の
十
一
種
の
物
質
諾
造
る
の
で
四
犬
を
能
造
色

と
名
づ
け
、
十
一
種
の
物
質
を
所
造
色
と
呼
ん
で
ゐ
る
。
経
最
部
派
の
如
く
能
造
の
四
大
の
み
が
実
在
で
、
所
造
色
は
能
造
色
の
差
別
に

外
な
ら
な
い
か
ら
假
法
で
あ
る
と
主
張
す
る
学
派
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
正
統
有
部
派
は
飽
く
迄
其
実
在
性
を
固
執
し
た
。
．
そ
し
て
能
造
の

四
犬
は
所
造
の
一
極
微
を
造
る
と
説
い
て
ゐ
る
が
、
若
し
四
が
合
し
て
一
を
造
る
と
す
る
な
ら
ば
、
堅
撫
媛
動
の
四
種
の
差
別
は
如
何
に

し
て
可
能
で
あ
ら
う
か
。
恐
ら
く
囚
大
の
混
合
の
比
率
の
相
蓮
に
依
る
の
で
あ
ら
う
と
恩
ふ
が
、
其
比
率
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゐ
な
い
。

極
微
を
否
定
す
る
吠
檀
多
派
の
学
説
で
あ
る
が
、
地
水
火
風
室
か
塞
噛
潅
五
大
を
造
る
割
合
は
地
大
の
場
合
は
地
唯
が
全
休
の
１
－
２
他

の
四
唯
が
各
１
－
８
の
割
合
だ
と
説
い
・
て
ゐ
る
か
ら
、
或
は
多
少
の
参
考
に
は
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
併
し
そ
れ
に
し
て
も
余
り
に
機
械

的
な
嫌
が
無
い
で
も
無
い
。
叉
極
微
は
軍
濁
で
住
す
る
と
と
無
く
必
ず
極
微
蒙
と
し
て
存
在
し
其
最
も
簡
軍
な
場
合
は
四
大
と
色
香
味
鯛

の
四
境
と
の
八
種
が
倶
生
す
る
場
合
で
あ
り
、
身
根
の
微
聚
は
此
八
種
に
更
に
身
根
の
極
微
を
加
え
て
九
種
と
な
り
、
眼
根
の
椴
聚
の
場

合
は
更
に
眼
根
の
極
微
を
加
え
て
十
種
と
な
る
と
い
ふ
工
合
。
で
あ
る
。
蓋
し
眼
耳
鼻
舌
根
等
は
身
根
を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ

る
。
斯
く
て
微
聚
は
複
雑
な
構
造
を
持
つ
こ
と
に
な
る
が
然
ら
ぱ
其
等
徴
聚
各
自
の
特
色
は
如
何
に
し
て
知
覺
さ
れ
得
る
で
あ
ら
う
か
。

有
る
者
は
針
の
交
つ
た
綿
に
鯛
れ
ぱ
針
の
み
が
知
尭
さ
れ
て
綿
が
知
覚
さ
れ
な
い
如
く
勢
用
の
強
い
も
の
が
明
瞭
に
知
覺
さ
れ
る
と
説
き

有
る
者
は
堅
を
本
質
と
す
る
金
も
熔
せ
ぱ
流
動
す
る
が
、
是
は
金
に
水
大
が
あ
る
証
擦
で
あ
る
。
即
ち
、
条
件
の
如
何
に
依
っ
て
其
本
質

の
顯
如
方
に
相
遼
を
来
た
す
と
云
い
、
経
救
部
派
は
或
る
部
鍬
が
願
勢
力
と
し
て
表
面
に
現
れ
る
時
は
他
の
部
分
は
潜
勢
力
即
ち
種
子
と

〃

一
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し
て
内
在
す
る
か
ら
だ
と
主
張
し
て
必
ず
し
も
一
定
し
て
ゐ
な
い
毛

次
に
極
微
の
形
状
に
銑
て
は
前
述
の
如
く
長
短
方
阿
に
各
々
極
微
が
あ
り
、
且
つ
若
し
一
種
微
に
し
て
長
等
の
形
に
非
ら
ざ
れ
ぱ
衆
微

聚
集
す
る
も
亦
長
等
の
形
に
非
ざ
る
ぺ
し
と
説
か
れ
て
ゐ
る
点
か
ら
考
へ
る
と
極
微
に
は
失
点
の
事
物
に
應
じ
た
形
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

●

い
こ
と
に
な
る
が
、
併
し
叉
一
面
か
ら
老
へ
る
と
極
微
は
分
割
の
極
限
で
あ
る
か
ら
其
点
か
ら
す
れ
ば
極
微
は
形
逮
持
ち
得
な
い
筈
で
あ

る
。
何
と
な
れ
ば
若
し
形
を
有
す
れ
ば
更
に
分
割
し
得
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
有
部
派
は
極
微
無
方
分
説
を
採
用
し
た
。

併
し
無
方
分
説
は
前
の
極
微
に
長
等
の
形
有
り
と
す
る
有
方
分
説
と
矛
盾
す
る
の
で
、
衆
蜜
は
其
矛
盾
を
打
開
せ
ん
と
し
て
観
念
の
上
で

分
析
し
て
究
寛
に
達
し
た
極
微
を
催
の
極
微
と
し
、
睡
繊
の
和
集
せ
る
も
の
で
我
だ
の
直
接
知
錯
の
対
象
と
な
る
壌
小
の
も
の
を
実
の
極

微
と
名
づ
け
た
け
鯉
ど
も
問
題
は
何
等
根
本
的
に
は
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
。
叉
極
機
は
箪
猫
で
住
す
る
と
と
無
く
、
必
ず
聚
合
態
と
し
て

存
在
す
る
と
せ
ら
れ
て
居
り
、
其
聚
合
状
態
に
就
て
は
互
に
相
鯛
れ
る
こ
と
無
く
一
極
微
を
中
心
に
上
下
四
方
の
六
方
か
ら
六
極
微
が
取

り
園
み
七
種
微
が
一
楽
団
を
な
す
と
説
か
れ
て
ゐ
る
。
蓋
し
若
し
も
極
微
が
一
部
分
で
相
溺
れ
る
と
す
れ
ば
極
微
に
方
分
が
あ
る
こ
と
に

な
り
、
叉
全
体
で
鯛
れ
上
ぱ
七
種
微
が
一
体
と
成
り
経
２
Ｌ
極
微
聚
と
成
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
併
し
若
し
極
微
が
相
鯛
匁
な
い
な
ら
ば

滕
論
派
の
如
く
極
微
の
衝
撃
に
依
っ
て
声
を
発
す
る
こ
と
が
忠
来
な
い
で
あ
ら
う
、
と
非
難
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
有
部
派
に
於
て
は

極
微
が
互
に
接
近
す
る
時
未
来
の
声
の
極
微
が
生
じ
て
声
海
発
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
声
を
発
す
る
た
め
に
は
極
微
が
衝
撃
す
る
必
要
は

な
い
の
で
あ
る
。
叉
極
微
は
七
個
を
一
楽
団
と
し
て
一
微
を
生
ず
る
が
是
が
肉
眼
の
最
初
の
対
象
で
あ
る
。
極
微
は
一
金
塵
を
、
七
金
塵

は
一
水
塵
を
生
じ
斯
く
の
如
く
次
矛
し
て
兎
毛
塵
羊
毛
塵
牛
毛
塵
隙
遊
塵
と
成
る
と
説
か
鯉
て
ゐ
る
か
ら
、
隙
遊
塵
即
ち
室
中
に
飛
散
す

る
塵
の
、
倒
緋
卿
が
極
微
の
大
き
さ
と
な
る
訳
で
あ
る
。
尚
、
極
微
が
相
濁
恥
な
い
で
豪
合
し
て
而
も
散
乱
し
た
い
の
は
風
力
に
供
る
と
云

は
れ
て
ゐ
る
か
ら
そ
れ
は
極
微
自
か
ら
の
中
に
有
す
る
風
大
の
力
に
依
る
も
の
で
あ
ら
う
。
其
他
極
微
の
分
布
配
列
状
態
に
就
て
見
る
に
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眼
根
の
極
微
は
黒
瞳
子
の
上
に
薬
杵
頭
の
如
く
住
在
し
、
耳
根
の
極
微
は
耳
孔
中
に
燈
器
の
如
く
、
鼻
根
の
極
微
は
舌
上
に
剃
刀
の
如
く

身
根
の
極
微
は
身
に
随
っ
て
戟
瀦
の
如
く
、
女
根
の
は
女
形
中
に
皷
蝶
の
如
く
、
男
恨
の
は
男
形
上
に
指
頚
の
如
く
住
在
す
る
等
と
説
か

れ
て
ゐ
る
が
、
此
説
に
何
程
の
漣
実
性
が
あ
る
か
明
か
で
な
い
。
恐
ら
く
当
時
の
解
都
学
か
ら
得
た
知
識
を
極
微
説
で
明
説
し
よ
う
と
し

た
も
の
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。
最
後
に
有
部
派
の
極
微
論
の
最
大
特
色
は
極
微
が
無
常
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
・
希
服
の
ア
ト
ム

で
も
印
度
の
ア
ヌ
で
も
世
界
の
究
極
の
箪
位
と
し
て
常
住
な
実
在
で
あ
り
、
其
れ
が
重
力
或
は
業
力
に
依
っ
て
離
合
集
散
し
て
世
界
を
形

成
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
今
有
部
派
で
は
諸
行
無
常
の
鉄
則
腫
随
っ
て
極
微
と
錐
も
因
縁
に
依
っ
て
爲
作
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
限
り
刹
那
に
生
滅
す
る
無
常
な
も
の
で
な
け
鯉
ぱ
な
ら
な
い
。
從
っ
て
極
微
に
は
運
動
は
有
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
假
使
甲
点
か
ら

乙
点
に
微
豪
が
移
動
す
る
か
の
如
く
に
見
え
て
も
そ
れ
は
感
覚
の
誤
謬
で
あ
る
。
即
ち
甲
点
に
在
っ
た
微
豪
は
最
初
の
瞬
間
に
減
し
、
矛

二
の
瞬
間
に
は
乙
点
に
幾
分
近
つ
い
・
た
場
所
に
新
し
く
第
二
の
徴
豪
が
生
じ
て
減
し
、
菱
二
の
瞬
間
に
は
更
に
乙
点
に
近
い
場
所
に
新
し

く
矛
三
の
微
聚
が
生
じ
て
減
し
乃
至
最
後
の
瞬
間
に
は
乙
点
に
於
て
新
し
く
才
ｘ
の
微
聚
が
籠
歩
ろ
の
で
あ
っ
て
、
是
は
恰
も
將
棋
の
駒

を
一
列
に
立
て
並
べ
て
其
一
端
を
突
け
ば
最
初
の
駒
が
倒
れ
次
ぎ
次
ぎ
と
倒
れ
て
最
後
の
駒
が
倒
れ
る
が
、
其
際
駒
は
移
動
し
た
い
に
拘

ら
ず
唯
倒
れ
る
駒
の
間
の
因
果
の
関
係
に
依
て
移
動
し
た
か
の
様
に
見
ゆ
ろ
が
如
き
で
あ
る
。
叉
静
止
し
て
ゐ
る
如
く
見
ゅ
嘉
時
で
も
瞬

間
だ
為
に
絶
え
ず
前
滅
後
生
前
滅
後
生
と
新
陳
代
謝
し
て
ゐ
る
か
ら
謂
は
ぱ
不
連
続
の
連
続
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
不
連
続
の
連
続
に
於

て
極
微
は
実
在
し
乍
ら
業
力
に
依
て
離
合
集
散
し
て
世
界
を
形
成
し
て
ゐ
る
迄
一
度
劫
滅
時
に
臨
め
ば
全
部
の
極
微
が
減
し
て
残
存
し

な
い
。
此
点
は
勝
諭
等
が
壊
劫
時
に
は
極
微
は
散
在
す
る
も
破
壊
せ
ず
と
見
る
の
と
異
る
所
で
あ
る
。
以
上
に
述
べ
た
所
に
依
て
有
部
派

の
極
微
説
は
ア
ト
ム
説
や
ア
ヌ
説
に
較
べ
て
可
通
り
複
雑
な
構
造
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

五
、
極
微
説
に
対
す
る
大
乗
の
批
判

I

~
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最
後
に
樫
微
説
に
対
す
る
中
観
職
伽
雨
派
の
批
判
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
、
先
づ
中
観
派
の
百
論
は
勝
論
派
が
「
極
微
は
円
体
に
し
て

常
住
な
り
」
と
主
張
し
た
の
を
破
し
て
、
勝
論
派
は
（
一
）
二
極
微
が
合
し
て
一
微
果
と
成
る
と
説
く
け
れ
ど
も
、
其
合
す
る
時
に
全
体

で
合
す
る
と
す
れ
ば
一
種
級
は
一
種
微
の
体
と
成
っ
て
微
果
と
は
成
り
得
な
い
。
之
に
反
し
て
一
部
分
垂
合
す
る
と
す
れ
ば
合
す
る
部
分

と
合
し
な
い
部
分
と
を
生
じ
從
っ
て
極
微
に
方
分
が
有
る
こ
と
に
な
る
。
方
分
が
有
れ
ば
更
に
分
割
せ
ら
奴
る
か
ら
無
常
で
あ
っ
て
常
住

で
は
あ
り
得
な
い
。
（
二
）
此
非
難
を
避
け
よ
う
と
し
て
極
微
は
無
方
分
な
り
と
説
く
な
ら
ば
、
無
方
分
な
る
真
の
実
在
は
唯
虚
室
の
み

で
あ
る
か
ら
極
微
が
虚
室
な
り
と
い
ふ
不
都
合
を
来
た
す
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
極
微
を
有
方
分
な
り
と
云
へ
ぼ
有
方
分
な
る
も
の
は
必
ず

分
割
せ
ら
れ
る
か
ら
極
微
は
無
常
と
な
り
極
微
常
住
説
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
（
三
）
勝
論
派
は
地
の
掻
微
に
色
味
香
鯛
の

四
穂
を
具
す
る
と
見
る
が
、
既
に
四
徳
の
区
別
が
存
す
る
限
り
極
微
も
亦
そ
れ
に
鯖
っ
て
区
別
せ
ら
れ
る
か
ら
有
分
と
云
は
ね
ば
な
ら
歩

有
分
な
る
も
の
は
無
常
で
あ
る
。
〈
四
）
極
微
に
形
相
が
あ
る
と
す
れ
ば
長
短
方
円
等
の
何
れ
か
の
形
相
で
あ
る
。
然
る
に
形
相
あ
る
も

の
は
有
分
で
あ
り
、
從
っ
て
亦
無
常
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
此
論
難
は
一
人
勝
論
派
の
み
な
ら
ず
希
臘
の
ア
ト
ム

説
も
亦
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
批
判
で
あ
る
。
更
に
琉
伽
論
も
勝
諭
派
を
攻
蕊
し
て
ご
）
極
微
は
観
念
の
上
で
分
析
し
て
到
達
し
た

も
の
で
吾
々
が
直
接
経
験
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
常
住
な
極
微
の
実
在
ぞ
是
認
す
る
こ
と
は
縄
来
な
い
。
（
二
）
無
常
な
聚
合
物
の

ｂ

根
底
に
は
営
住
に
し
て
軍
一
な
も
の
が
実
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
け
れ
ど
偽
常
住
な
も
の
が
如
何
に
し
て
無
常
な
も
の
Ｌ

原
因
と
な
る
こ
と
が
腿
来
る
で
あ
ら
う
か
。
（
三
）
不
可
見
の
極
微
は
之
を
二
個
集
め
て
も
不
可
見
で
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、

二
個
合
し
た
子
微
果
は
二
極
微
と
等
鼓
で
あ
る
と
云
ひ
乍
ら
然
か
も
可
見
で
あ
る
と
云
ふ
の
は
不
当
で
あ
石
。
蓋
し
全
体
を
単
な
る
部
分

の
集
合
と
の
み
見
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
四
）
極
微
か
ら
鹿
果
を
生
ず
る
の
は
種
子
か
ら
芽
を
生
ず
る
が
如
寮
関
係
で

あ
る
か
、
或
は
陶
師
が
瓶
誇
造
る
が
如
き
関
係
で
あ
る
が
、
若
し
前
者
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
芽
を
生
じ
た
時
は
種
子
が
減
す
る
如
く
鹿

ダ
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果
を
生
じ
た
極
微
は
減
し
て
無
常
と
な
ら
な
け
師
ぱ
な
ら
な
い
。
若
し
も
後
者
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
陶
師
に
思
慮
や
勤
労
が
。
あ
る
如
く

，
極
微
に
も
思
慮
等
が
あ
る
と
い
ふ
不
合
理
影
来
た
す
で
あ
ら
う
。
（
五
）
世
界
の
成
立
に
業
力
を
認
め
る
な
ら
ば
何
故
に
極
微
が
生
歩
ろ

に
も
業
力
を
許
さ
な
い
の
か
。
若
し
許
す
な
ら
ば
極
微
は
無
常
と
な
り
．
若
じ
許
さ
な
け
れ
ば
極
微
は
原
因
無
く
し
て
生
ず
る
と
い
ふ
不

合
理
を
犯
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

更
に
唯
識
二
十
論
や
、
槻
所
縁
論
等
は
有
部
派
の
極
微
説
季
唇
破
し
て
（
ご
七
種
微
の
蕊
合
た
る
一
微
は
眼
識
に
依
て
覚
知
せ
ら
れ
る

と
説
く
け
れ
ど
も
、
一
微
は
七
種
微
の
聚
合
で
あ
る
限
り
既
に
假
法
で
あ
る
。
然
る
に
一
方
假
法
は
眼
識
の
対
象
た
り
得
談
と
す
る
の
で

あ
る
か
ら
一
微
が
眼
識
に
依
て
覺
知
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
の
は
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
（
二
）
叉
一
極
微
を
中
心
に
六
方
よ
り
六
極
微
が
取
り

園
む
と
い
ふ
な
ら
ば
一
極
微
に
六
方
が
あ
る
こ
と
に
な
り
極
微
は
無
方
分
な
り
と
い
ふ
説
と
矛
盾
す
る
。
（
三
）
極
微
に
長
等
嘩
形
相
が

有
る
と
い
ふ
け
れ
ど
も
形
相
は
假
法
の
上
に
あ
っ
て
実
法
た
る
極
微
の
上
に
有
る
べ
き
筈
は
な
い
、
と
。

以
上
の
反
駁
の
中
で
、
中
観
派
は
固
定
的
な
実
在
が
在
る
と
い
ふ
考
へ
を
否
定
し
、
琉
伽
派
は
心
外
に
法
が
実
在
す
る
と
い
ふ
考
へ
を

破
せ
ん
が
た
め
に
極
微
説
彰
攻
鑿
し
た
の
で
あ
る
が
、
一
面
叉
蕪
伽
論
は
聚
合
の
物
質
を
分
析
す
る
こ
と
に
依
て
対
象
の
無
常
観
を
惨
し

之
に
依
て
煩
悩
を
断
詐
る
こ
と
に
な
る
と
の
理
由
か
ら
、
一
度
否
定
し
た
極
微
説
を
実
践
的
要
求
か
ら
再
び
採
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
併

し
そ
れ
は
飽
く
迄
假
法
と
し
て
の
極
微
で
あ
っ
て
実
在
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
い
。

最
後
に
極
微
説
を
採
用
し
て
崖
の
概
念
を
閥
明
な
ら
し
め
よ
う
と
し
た
羅
什
と
覚
賢
と
の
問
答
を
掲
げ
て
本
論
縞
を
終
り
た
い
と
恩
ふ

什
問
う
て
曰
く
、
法
は
云
何
ん
が
崖
な
り
や
。

答
へ
て
曰
く
、
衆
微
は
色
を
成
す
る
を
も
っ
て
色
に
は
目
性
な
し
。
故
に
色
と
雌
も
常
に
空
な
る
な
り
Ｕ
叉
問
ふ
。
既
に
極
微
を
以
て
色

を
破
し
元
筌
な
り
と
い
は
ば
、
復
た
云
何
ん
が
微
泰
破
す
る
や
。
答
へ
て
画
く
、
群
師
は
或
は
一
微
を
破
折
す
と
い
ふ
も
我
が
意
の
謂
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と
述
べ
た
と
傅
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

空
は
単
に
物
を
分
析
し
て
達
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
相
依
相
資
の
関
係
即
ち
一
郎
一
切
の
縁
起
の
関
係
の
上
に
於
て
把
握
せ

ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
凡
て
が
相
依
相
黄
の
縁
起
関
係
に
於
て
成
り
立
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
其
処
に
は
固
定
的
常
住
な
世
界
の
究

寛
の
箪
一
体
と
し
て
の
極
微
の
如
き
も
の
抵
存
在
し
得
な
い
筈
で
あ
る
。
銭
に
我
々
は
今
後
の
原
子
説
理
論
に
対
し
て
深
い
示
唆
ぞ
読
み

取
る
べ
き
で
あ
る
。
（
参
考
文
献
、
拙
稿
「
極
微
論
」
）

昭
和
二
六
年
二
月
十
一
日

身
延
山
端
揚
之
坊
に
於
て
放
毫

此
問
答
の
逼
訳
に
当
っ
た
宝
蕊
は
其
意
味
を
充
分
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
一
般
の
人
人
は
覺
賢
を
極
微
常
住
論
者
と
見

倣
し
た
。
そ
こ
で
其
後
覺
賢
は
更
に
之
を
解
鐸
し
て
、

夫
れ
法
は
目
よ
り
生
ぜ
ず
。
縁
が
会
す
る
が
故
に
生
ず
る
な
り
。
一
微
に
縁
ろ
が
故
に
衆
微
有
り
、
微
に
は
自
性
な
き
を
以
て
の
故
に

則
ち
室
と
爲
す
な
り
。
蕊
ぞ
一
微
が
常
に
し
て
空
な
ら
ざ
る
を
破
せ
ず
と
言
ふ
く
け
ん
や
。

には

霊雪
雲毒
な叉
，問
、ぶ
と 、
0 忍山2

微

は
是
れ
常
な
り
や
と
。
答
へ
て
曰
く
、
一
微
を
以
て
あ
る
が
故
に
衆
微
は
空
な
り
、
衆
微
を
以
て
あ
る
が
故
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