
般

若

哲

學

へ

の

序

説

市

川

白

弦

一

蝕
ば
む
論
理
に
。
い
び
つ
な

経
験
の

か
け
ら
あ
つ
め
よ
せ
。
さ
び
れ
た
る
想
念
の
た
き
火
を
す
る
の
で
あ
る
。
お
ぽ

つ
か
な
き
娼
は
つ
か

し
。
も
え
な
つ
む
燃
ぽ
り
に
も
む
せ
ば
る
Σ
。
か
く
て
は
な
ん
ぢ
。
電
ほ
く
遠
き
お
も
ひ
で
に
も
な
れ
ぐ」。
い
ま
は
月
か
け
あ
る
人
生
の
路
傍

に
。
閃

々
ε
蒼
み
ゆ
く
。
紙
の
石
塔
を
ぞ
置
く
。

哲
學
は
そ
れ
が
主
張
で
あ
る
限
り
そ
の
全
て
は

鳳
つ
の
措
定
こ
さ
れ
得
る
。
そ
は
そ
の
故
に
涯
な
き
辮
謹
を
約
束
す
る
。
無
皿き
ぬ
望
み
ε
働

み
を
も
て
そ
は
窮
み
な
く
遷
り
ま
た
晋
む
で
あ
ら
う
。
そ
こ
に
こ
の
學
の
意
義
特
質
が
あ
る
の
だ
が
さ
れ
ば
こ
そ
無
窮

に
果
を
招
く
師
ち
輪
廻

の
學
。
究
寛
の
統

一
は
か
く
て
し
ば
し
ば
辮
謹
の
始
原
に
「
實
艦
」の
陰
影
を
或
は
遙
か
時
の
彼
方
に
蒼
ざ
め
し
「
理
念
」の
白
帆
を
掠
め
た
。「
歴

史
は
哲
學
、
哲
學
は
歴
史
」。
そ
れ
は
伸
展
の
う
た
、
さ
は
あ
れ
流
韓
の
し
ら
べ
。

そ

い
ま
般
若
の
學
は
だ
が
主
張
で
は
な
い
。
渾

一
的
實
禮
か
ら
明
け
初
め
る
形
而
上
學
、
知
識
の
先
験
的
仕
組
を
辿
る
認
識
論
そ
し
て
認
識
の

客
観
性
を
否
む
塵
無
思
想
な
さ
で
は
あ
ら
ぬ
。
事
實
な
ら
ぬ
表
現
、
從
て
主
張
に
は
あ
ら
ぬ
示
唆
、
け
に
い
ち
づ
に
示
唆
の
學
。
な
ぜ
ミ
い
ふ

に
、
イ
現
實
の
否
定
、

ロ
思
惟
の
否
定
(
否
定
の
否
定
)、

ハ
「
智
」の
示
現
。
か
く
て
あ
ら
ゆ
る
デ
イ
ア
レ
ク
テ
イ
ク
は
示
唆
の
彼
方
に
浴
え
ゆ

く
。
さ
あ
れ
そ
は
何
を
何

へ
い
か
に
指
す
か
。
左
様
に
「
問
ふ
こ
く」L
へ
あ
な
た
を
。
あ
な
た
に

一
つ
も
教

へ
ぬ
。
「
問

ふ
こ
ε
」を
直
指
し

「
示
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唆
す
る
こ
S
L

へ
指
す
。
「
般
若
波
羅
密
十
二
枚
、
コ
レ
十
二
入
ナ
リ
」
(
正
法
眼
藏
)。
こ
の
示
唆
を
般
若
は
「
室
」
の
姿
に
螢
む
。
「
塞
」、
そ
は

こ
の
學
の
基
調
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
示
唆
ミ
し
て
の
塞
の
學
。
箪
に
主
張
ミ
し
て
の
室
観
の
説
ー
室
思
想
で
は
な

い
。
こ
の
こ
ε
は
徐
う
に

明
さ
れ
や
う
。

こ
の
學
の
基
栂
は
故
に
示
唆
に
は
あ
ら
で
示
唆
さ
る
、
も
の
に
、
示
唆
さ
る
瓦
も
の
は
示
唆
よ
り
導
か
る
蕊
の
で
な
く
そ
の
逆
で
あ
る
。
示

唆
さ
る
、
も
の
は
示
唆
の
先
に
は
あ
ら
で
そ
が
礎
を
な
す
。
否
定
の
否
定
が
部
分
否
定
の
場
ミ
の
交
渉
に
入
れ
ば
示
唆
の
域
を
拓
く
。
こ
、
に

室
哲
學
の
位
置
ε
使
命
が
あ
る
。
さ
れ
ば
示
唆
は
示
唆
で
あ
つ
て
示
唆
さ
る
、
も
の
で
は
な
い
。
で
も
示
唆
は
示
唆
に
し
て
圭
張
で
は
な
い
。

教
制
の
騰
響
に

一
つ
の
席
を
與

へ
ら
れ
し
般
若
の
位
置
は
故
に
示
唆
さ
る
、
も
の
エ
配
當
な
ら
で
寧
ろ
夫
よ
り
剥
が
れ
し
示
唆
そ
の
も
の
言
ひ

か
へ
れ
ば
主
張
化
さ
れ
し
そ
が
骸
の
席
。
思
ふ
に
肯
ひ
に
否
む
有
の
哲
學
(
例

へ
ば
華
嚴
)
ε
否
み
に
肯
ふ
室
哲
學
ミ
は
(相
破
)相
成
し
て
一
究

尭
に
選
る
。
二
者
は
本
質
的
に
は
師
ち
表
現
亡
し
て
は
辮
謹
的
相
關
な
ら
で
隠
顯
の
關
は
り
而
も
叉
そ
の
故
に
こ
そ
お
の
が
じ
、
窓
な
き
モ
ナ

ド
言
は
ゴ
繭
者
は

一
つ
の
「
も
の
」
の
表
裏
な
ら
で
相
入
の
表
裏
郎
ち
表
は
宛
ら
裏
そ
の
故
に
表
裏
を
結
ぶ
第
三
者
を
倹
た
す
從
て
倶
に
辮
謹
-

塞
假
中
の
如
き
ー
の
鯨
地
を
も
た
ぬ
。
辮
謹
の

一
員
ε
し
て
の
室
は
何
程
か
主
張
化
さ
れ
し
も
の
。
そ
を
断
見
塞
解

ざ
危
ぶ
む
は
示
唆
の
主
張

化
、
崖
に
臨
ん
で
退
く
も
の
。

あ
が
な
ひ

圓
融
設
は
故
に
法
の
で
は
な
く
機
の
邊
よ
り
招
か
れ
し
も
の
本
質
的
に
は
宛
ら
贈
罪
。
示
唆
を
圭
張
化
し
て
假
中
の
辮
謹
に
進
む
な
ぞ
醇
後

に
盃
を
添
ふ
る
も
の
。
三
諦
に
は
寧
ろ
窓
な
く
窓
な
く
ば
こ
そ
融
化
す
る
。
窓
あ
ら
ば
涯
な
き
流
韓
。
辮
謹
ε
せ
ば

嚇
塞
内
の
辮
謹
言
ひ
か

へ

れ
ば
塞
へ
の
そ
れ
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。餓
の
一.藷

に
就
て
も
同
じ
く
言
ひ
得
る
。
「
室
」
「色
」
翫
に
示
唆
、
「
帥
」
に
於
て
示
唆
の
完
了
な
見
る

に
は
あ
ら
す
。
ま
し
て

「
言
詮
」
に
「
慶
詮
」
を
積
む
な
ぞ
雪
上
の
霜
。
瞳
光
を
純
園
の
眸
に
凝
せ
ば
通
別
な
さ
の
鱗
謹
的
次
序
は
述
絶
え
皆
お
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の
つ
か
ら
純
圓
で
あ
つ
た
。
精
緻
冷
格
な
八
教
五
時
判
な
さ
よ
り
維
摩

一
音
激
の
見
が
い
か
に
わ
が
胸
を
搏
つ
か
。

法
の
匠
分
け
よ
り
も
…機
の

内
省
こ
そ
願
は
し
い
。
佛
陀
が
門
弟
へ
の
威
ε
魅
力
は
論
旨
の
幽
、宣
読
の
秀
麗
に
は
あ
ら
で
恐
ら
く
信
の
力
、入
格

の
室
氣
、
け
に
「
人
」
の
言

も

ぢ

葉
、

一
音
に
あ
ら
す
し
て
何
ぞ
。
示
唆
を
根
基
に
還
し

一
々
に
邸
塞
師
假
師
中
を
見
る
。
か
・
る
成
語
す
ら
あ
る
べ
き
で
な
か
つ
た
。
察
哲
學

は
内
に
本
質
的
に
は
さ
ん
な
圓
融
論
に
倹
つ
契
…機
を
も
含
ま
ぬ
。
-も
ろ
も
ろ
の
辮
謹
の
芽
生
え
、
そ
れ
は
法
そ
の
も
の
、
で
は
な
く
機
の
別
に

嫁
6
が
故
に
。
思

へ
ば
般
若
後
の
大
乗
學
は
貴
き
そ
ら
ご
ε
。
更
に
は
般
若
そ
の
も
の
す
ら
も
。

で
は
示
唆
で
し
て
の
塞
哲
學
は
何
を
語
る
の
か
。
そ
の
反
覆
を
や
め
よ
。
示
唆
の
學
は
肯
ひ
語
ら
で
拒
み
命
す
る
。
學
べ
¶こ
い
は
す
從

へ
ε

い
ふ
。
旗
を
挽
き
鼓
を
奪
ひ
「
來
れ
」
ミ
は
な
つ
。
「
何
鹿

へ
旨
」問
ふ
な
。
そ
は
從
ふ
て
の
み
知
ら
れ
る
。
だ
が
知
つ
て
の
み
從
は
れ
得
る
。
こ

す
な
き

の
循
環
の
寄
せ
ぬ
岸
へ
の
シ
グ
ナ
ル
に
も
ε
な
ほ
幾
重
の
循
環
に
漁
る
こ
の
歩
み
も
故
に
た

穿
示
唆
で
あ
れ
。

臨
に
主
張
に
あ
ら
ね
ば
般
若
の
め
ざ
す
は
事
實
で
は
な
い
経
験
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
奥
底
を
な
し
て
そ
れ
ら
の
彼
岸
に
あ
る
も
の
、
實
践

な
い
し
諦
認
で
あ
る
。
だ
が
實
践
ε
い
ひ
諦
認
ε
い
ふ
倶
に
た
∬
示
唆
の
意
味
。
イ
文
字
般
若
、

ロ
観
照
般
若
、
ハ
實
相
般
若
ε
は
こ
の
學
の

示
唆
の
砂
同
を
指
す
も
の
。
そ
は
さ
れ
ば
人
智
に
盛
ら
る
、
膿
系
な
ら
で
佛
智
に
根
ざ
す
學
嚴
し
く
は
法
自
ら
の
名
乗
り
。「
文
字
般
若
こ
れ
性

海

の
智
印
」
(心
経
疏
)。
故
に
そ
は
猫
り
理
性
の
論
理

口
賃
日
き

一〇
讐

に
は
あ
ら
で
寧
ろ
諦
認
の
論
理

U
三
⇔
Φ
δ
臓
o
の
底
に
叫
か
う
。
彼

は
矛
盾
律
の
汀
に
喘
ぎ
此
は
矛
盾
に
顯
は
れ
矛
盾
に
羽
樽
つ
。
こ
」
に
U
駐
百

ε

寓
透
嵐
ω白
ε
の
別
が
あ
ゐ
。
般
若
は
無
論
後
者
で
あ
る
。

か
』
る
論
理
は
般
若
に
於
て
三
つ
の
範
疇
1
ε
は
い
へ
自
ら
そ
の
殼
を
破
る
郎
ち
示
唆
ε
し
て
の
ー
を
見
た
。
「
室
」(無
)「
師
」
及
び
「
色
」(
有
)

で
あ
る
。
塞
哲
學
は
か
く
て
ま
た
「
郎
」
の
哲
學
い
な
室
な
れ
ば
こ
そ
即
、
師
な
ら
ぬ
塞
は
そ
の
限
り
有
で
あ
り
物
で
あ
る
か
ら
。
窓
ぼ
房
日

は

査
丁ろ
部
分
否
定
で
あ
る
。
こ
Σ
に

冥
浮
酵
目

ミ

厨
葺
置
o昌
昌
。・目

ε
の
別
が
あ
る
。
般
若
は
無
論
後
者
で
あ
る
。
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軍
に
否
む
の
み
な
ら
す
否
定
を
も
否
む
に
於
て
直
観
説
の
旛
は
照
る
。
有
に
も
住
せ
す
無
に
も
居
ら
ぬ
S
は
い
つ
こ
に
も
居
ら
ぬ
ε
に
は
あ

ら
す
。
そ
は
却
つ
て
不
住
に
居
る
も
の
。
眞
に
居
ら
ぬ
も
の
は
居
つ
て
(師
)居
ら
ぬ
(
塞
)
も
の
さ
れ
ば
こ
そ
眞
に
居

る
。
さ
も
な
く
ば
居
る
に

あ
ら
す
縛
せ
ら
る
・
も
の
。
否
定
の
否
定
は
不
住
二
邊
帥
ち
中
道
實
相
の
諦
認
で
あ
つ
た
。
こ
」
に
そ
の
根
糠
に
關
し
て
頃
Φ。9豊
く
⑦
鋳
8
δ
。9団

亡
用
o
。。罫
δ
岳
Φoδ
題

ぐ」
の
別
が
あ
る
。
般
若
は
無
論
後
者
で
あ
る
。
從
て
そ
は
超
験
者

へ
の
仰
望
に
は
あ
ら
で
實
在
の
諦
認
。
唯
9三
)①u

な

ら
で

①凶
Φび
o員
。
こ

・
に
そ
の
態
度
に
關
し
て

冒
¢
藻
路
o
ミ
園
8
房
膏

ぐ」の
別
が
あ
る
。
般
若
は
無
論
後
者
で
あ

る
。
さ
あ
れ
萬
有
の
該
億

が
究
寛
ε
に
は
あ
ら
す
。
創
造
以
前
に
非
根
縁
の
眞
塞
を
見
よ
ε
。
そ
は
住
不
住
を
す
ら
超

へ
る
。
こ
れ
ぞ
弓
き
夢
Φ尻
白

ε
狡
義
の
寓
岩
江
。団ω冨

ミ
の
け
じ
め
。
般
若
は
無
論
後
者
で
あ
る
。

示
唆
の
室
は
故
に
樹
象
の
内
實
に
及
ぶ
改
攣
に
は
あ
ら
で
態
度

へ
の
郎
ち
認
識
態
度
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
韓
舵
そ
は
却
て
封
象

へ
の
直
き
随

,順
從
て
「
本
有
」
の
最
深
肯
定
。
之
を
し
も
否
め
ば
懐
疑
説
に
そ
れ
る
。
塞
は
故
に
擬
無
な
ら
で
止
揚
從
て
般
若
に
五
続
等
無
き
に
あ
ら
す
。「身

に
非
ざ
る
是
を
大
身
ざ
名
つ
く
」
(
金
剛
経
)。
塞
の
五
悪
、
無
の
六
識
、
無
の
色
聲
あ
り
、
新
ら
し
く
は
純
粋
覗
豊
純
粋
聴
豊
な
さ
な
さ
。
目

・無
く
し
て
見
、
耳
無
く
し
て
聴
く
。
描
く
や
筆
ε
電
布
を
弾
す
る
や
手
に
耳
を
失
ふ
。
否
は
じ
め
よ
り
失
ふ
べ
き
も
の
も
な
い
。「
五
悪

ハ
色
受

想
行
識
ナ
リ
。
五
枚
ノ
般
若
ナ
リ
。

マ
タ
四
枚
ノ
般
若
,
ヨ
ノ
ッ
ネ
ニ
オ
コ
ナ
ハ
ル
・
行
住
坐
臥
」
(正
法
眼
藏
)
。
塞
哲
學
に
於
て
有
は
眞
に

有
で
あ
り
得
る
◎
こ

・
に
否
定
に
由
る
宕
写

鰹
9
(
シ
ヨ
ウ
ペ
ン
ハ
ゥ
エ
ル
)
ぐ」壁
照
に
由
る
ぐ
巨
鼻
$
ε
の
別
。か
あ
る
。
般
若
は
無
論
後
者
で

あ
る
。

そ
し
て
わ
た
し
は
見
る
、
在
り
し
日
の
形
而
上
學
に
賓
主
分
離
の
ド
グ

マ
を
今
の
認
識
論
に
夏
に
先
験
後
瞼
の
溝
渠
ぐ」
「
純
粋
主
観
」
の
實

髄
論
的
餓
燃
を
。
塞
哲
學
は
「
見
る
」
の
學
ε
し
て
賓
主
未
嚢
先
験
以
前
無
我
の
淵
に
抜
け
顧
み
る
。
こ
の
時
集
ひ
い
み
じ
き
奉
仕
を
螢
む
は
郎
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ち
「
塞
」
ぐ」「
師
」
の
範
疇
。
こ
の
二
者
を
通
し
て
以
上
の
構
囲
に
實
を
盛
ら
う
。
心
経
を
所
依
ε
し
て
。

=

般
若
哲
學
の
礎
樋
は
演
極
的
(又
は
内
容
的
)に
塞
、
積
極
的
(叉
は
形
式
的
)
に
知
慧
、
師
ち
塞
知
。
そ
れ
は
内
容
的
に
無
な
る
知
、
思
惟
の

封
象
な
ら
ぬ
知
さ
れ
ば
在
ら
ぬ
も
の
。
在
る
は
線
て
認
識
に
於
て
在
り
意
識
の
内
容
た
り
得
る
も
の
故
に
室
知
で
は
な
い
。
塞
知
は

一
切
の

「
在
り
」を
超

へ
る
。
故
に
ま
た
知
る
も
の
な
き
知
帥
ち
い
か
な
る
主
観
の
作
用
で
も
あ
ら
ぬ
。
主
観
ε
か
作
用
ε
か
は
な
ほ
思
は
れ
し
も
の
そ

の
限
り
内
容
的
な
る
部
ち
「
在
り
」
の
も
の
從
て
思
ひ
前
の
塞
知
な
ら
す
却
て
室
知
よ
り
の
抽
象
に
成
る
説
明
の
原
理
。
ま
し
て
容
す
べ
き
か
は

實
盟
の
概
念
な
ぞ
思
は
れ
し
ド
グ

マ
の
。

か
く
言

へ
ば
室
知
を
許
す
前
に
塞
知

へ
の
思
ひ
が
働
ら
い
て
は
ゐ
ま
い
か
。
だ
が
思
は
れ
し
塞
知
は
室
知
で
は
な
い
。
そ
れ
は
示
唆
ミ
虫
張

の
混
同
。
「
言
教
實
に
非
す
」
i
賢
首
。
「
言
に
非
す
慶
詮
の
義
」
1
清
舞
。
室
知
は
か
く
て
主
観
で
も
な
く
實
髄
で
も
な
い
。
六
租
は
い
ふ
、
明

鏡
塁
に
非
す
。

從
て
般
若
の
慧
に
照
す
ε
い
ふ
も
そ
は
何
か
例

へ
ば
艦
験
に
由
て
得
ら
れ
た
知
が
あ
り
夫
に
由
て
照
す
の
で
は
な

い
。
得
ら
る
・
も
の
知
ら

る
、
も
の
は
空
知
で
は
な
い
。
「
修
徳
の
慧
に
非
す
」
1
東
嶺
。
却
て
そ
は
得
る
こ
書
知
る
こ
ミ
を
照
す
鏡
、
い
な
軍
に
照
す
こ
ε
見
る
こ
ε
。

「照
見

コ
レ
般
若
」(
正
法
眼
藏
)。
見
る
も
の
で
も
見
ら
る
Σ
も
の
で
も
な
く
た
ゴ
「
見
る
こ
ε
」。
賓
主
合

一
ε
は
な
ほ
見
ら
れ
し
も
の
、
箕
の

直
観
は
自
己
の
内
に
自
己
を
映
す
、
自
ら
を
照
す
光
の
様
に
。
そ
れ
を
し
も
絶
封
主
観
ε
い
は
ぬ
か
。
否
す
で
に
た

黛
「見
る
こ
ε
」
さ
ん
な
主

艦
概
念
も
無
用
有
害
。
ま
し
て
主
は
客
に
封
し
て
の
み
意
味
を
も
つ
、
絶
封
主
観
な
ぞ
お
の
が
尾
を
か
む
く
ち
な
は
。

「
在
り
」
は
な
べ
て
「見
る
」
に
嫁
る
が
「見
る
」
は
つ
在
り
L
に
は
縁
ら
ぬ
。
我
思
ふ
我
在
り
は
可
能
な
る
も
我
在
る
故
我
思
ふ
は
成
ら
ぬ
様
に
。
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こ
れ
ぞ
有
の
學
な
ら
で
室
に
出
で
し
般
若
の
冴
え
。
が
、
「
思
ふ
」
は
「
思
ふ
」に
し
て
「
我
思
ふ
」
で
は
な
い
。
思
ふ
の
み
で
思
は
れ
ぬ
純
主
槻
は

し

る

な
い
か
。
そ
は
す
で
に
思
は
れ
し
主
観
。
思
は
れ
ぬ

「
圭
観
」
を
い
か
に
経
験
か
。
眞
に
直
接
な
る
は
た
∬
「思
ふ
」
。
こ
の
「
思
ふ
」
は
示
唆
の

い
ひ

意
味
。
思
は
れ
し
思
ひ
で
は
な
い
。
言
ふ
こ
、
ろ
は
「,思
ひ
を
艦
験
し
て
み
る
芝
」
の
謂
。
け
に
思
ふ
は
い
か
な
る
主
観
の
作
用
で
も
な
く
た
穿

「
思
ふ
」
、
般
若
は
六
識
の
否
な
塞
知
そ
の
も
の
Σ
韮
燈
性
を
す
ら
否
む
。
純
主
観
の
認
識
論
は
な
ほ
形
而
上
學
の
下
碑
。

思
は
れ
す
思
ふ
主
な
き
思
ひ
邸
ち
直
観
な
る
に
於
て
「思
ふ
」
は
「
見
る
」
な
れ
さ
「
見
る
」
は
必
す
し
も
「
思
ふ
」
で
は
な
い
。
思
ふ
は
何
程
か
思

は
る
、
も
の
へ
の
傾
き
な
く
て
は
か
な
は
ぬ
。
塞
の
伸
展
(肯
定
)
の
方
向
が
「見
る
」、
復
蹄
(
否
定
)
の
邊
が
「
思
ふ
」師
ち
後
者
は
反
省
的
直
観

に
し
て
創
造
的
直
観
で
は
な
い
。
業
相
な
る
も
眞
如
で
は
な
い
。
だ
が
業
識
の
墓
底
は
本
畳
、
そ
は
直
ぐ
眞
如
の
覧
照
。
「
思
ふ
」
は
「
見
る
」
の

像
、な
ほ
「
頭
を
天
に
隙
す
」
。
原
人
の
子
孫
(思
は
れ
し
思
ひ
)は
原
人
(思
ひ
)
に
徹
し
て
造
化
の
大
行
に
燭
れ
る
。
反
省
す
る
は
我
な
ら
で
憩
,

我
が
省
み
る
の
で
な
く
反
省
が
我
を
置
く
。入
は
紳
に
思
は
れ
し
神
の
似
姿
。個
我
は
「縁
て
在
る
も
の
」
依
他
起
の
も
の
元
よ
り
自
性
な
き
も
の

反
省
す
ら
我
の
で
は
な
い
。
が
、
も
マ」我
無
く
ば
解
脱
ε
い
ひ
浬
磐

こ
い
ふ
、
誰
が
解
脱
し
何
が
悟
る
の
か
。
悟
る
も
の
悟
ら
る
・
も
の
な
き

を
こ
そ
浬
葉
ぐ」は
い
へ
。
で
は
繹
迦
の
正
　覚
、
基
督
の
贈
罪
ε
は
全
く
無
意
味
な
の
か
。
彼
の
浬
漿
は
我
の
流
韓
を
止
め
す
彼
の
身
代
り
は
室

に
ね

し
き
牲
で
あ
つ
た
。
髄
験
は
我
の
で
な
く
彼
の
で
は
な
い
か
。
そ
は
ま
た
主
観
的
で
は
あ
ら
ぬ
か
。
甲
の
直
接
経
験

ミ
乙
の
そ
れ
ε
を
誰
が
較

べ
得
る
か
。
そ
し
て
甲
ε
い
ひ
乙
ε
い
ふ
倶
に
思
ふ
見
る
に
根
ざ
す
確
か
な
存
在
で
は
な
い
か
。
な
ほ
「在
り
」
は
「
見
る
」
に
嫁
る
ε
い
ふ
も
例

へ
ば
こ
の
時
計
は
あ
ら
ゆ
る
主
観
の
眠
る
間
も
自
ら
刻
み
ゆ
く
は
つ
。

こ
れ
ら
の
疑
は
然
し
虫
張
ε
示
唆
、
事
實
ε
諦
認
ミ
の
錯
綜
。
無
我
は
諦
認
に
於
て
の
無
我
、
事
實
の
そ
れ
で
は
あ
ら
ぬ
。
思
惟
内
容
た
る

個
我
の
存
在
否
定
な
ら
で
「見
る
」
に
於
て
の
我
の
非
實
在
性
の
示
唆
。
無
我
に
し
て
眞
に
彼
を
彼
、
我
を
我
た
ら
し
む
。
甲
の
経
験
な
さ
な
さ
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ミ
は
思
は
れ
し
経
験
ゆ
え
に
該
経
験
そ
の
も
の
な
ら
で
思
は
れ
し
甲
の
経
験
の
新
し
き
創
造
。
思
ひ
は
恩
ひ
を
超

へ
能
は
ぬ
。
こ
」
に
認
識
の

涯
が
あ
る
。
欄
干
共
に
碕
る
も
山
色
不
同
。
経
験
は
個
人
を
超

へ
而
も
個
性
的
ま
た
刹
那
的
。
ま
こ
ε
の
個
性
は
個
人
の
で
は
な
く
経
験
の
も

の
從
て
超
個
人
的
ゆ
え
に
個
性
的
は
個
人
的
よ
り
も
高
次
。

一
切
主
観
眠
る
間
の
時
計
ε
は
實
は
か
く
思
ふ
こ
ぐ」に
於
て
の
其
時
計
を
思
ふ
の

な

け

み
。
意
識
を
時
間
上
に
謝
象
化
る
刹
那
「
表
象
」を
残
し
て
物
自
髄
は
認
識
の
彼
岸
に
飛
ぶ
。
、太
陽
の
表
象
は
光
ら
ぬ
。
が
、
太
陽
の
純
視
豊
は

光
ゐ
。
彼
は
幻
色
の
似
有
假
有
、
此
は
眞
色
、
ま
こ
ーこ
の
實
在
。

一
経
験
を
作
用
的
契
機
に
於
て
見
れ
ば
勝
義
無
性
(室
)、
封
象
的
契
機
に
見

れ
ば
圓
成
實
(色
)。
そ
し
て
自
ら
は
室
に
非
す
色
に
非
す
そ
の
合

一
を
も
超

へ
る
。
こ
れ
言
詮
の

「
中
」
に
な
ほ
慶
詮
の
そ
れ
の
詮
か
る
Σ
所

以
、
で
も
言
詮
す
で
に
示
唆
、
頭
上
更
に
頭
を
倹
た
ぬ
。
か
く
て
示
唆
ミ
し
て
の
「
室
」
に
二
義
を
見
る
、
概
念
さ
れ
し
も
の
へ
の
否
定
ε
概
念

す
る
こ
ミ
(
分
別
)
へ
の
否
定
ε
。

舶
切
察
ε
は
故
に

刷
切
の
實
在
は
實
在
の
相
無
き
こ
ミ
故
に

一
切
の
實
在
は
封
象
化
し
得
ぬ
こ
・こ
從
て
思
は

れ
し

一
切
の
現
實
は
眞
實
在
に
非
す
ε
い
ふ
こ
ε
。

事
實
の
立
揚
ミ
諦
認
の
そ
れ
ーこ
の

け
じ
め
を
見
た
。
反
省
的
事
實
の
立
場
に
於
て
繹
迦
の
大
箆
な
,ご
言
ふ
の
無
意
味
な
ら
ぬ
も
首
肯
か
れ

る
。
で
は
こ
の
場
合
の
「繹
迦
の
」
「
基
督
の
」
な
さ
は
何
を
意
味
す
る
か
。
そ
は
「
見
る
」
「
思
ふ
」
へ
の
制
約
で
は
な
く
見
る
思
ふ
「
へ
の
高
ま
り
」

の
規
定
。
個
人
は
「
見
る
」
に
於
て
個
人
を
超

へ
て
造
化
の
渾
源
で
あ
る
。
こ
・
に
「
明
星
」
が
昇
つ
た
。
「
桃
華
」が
照
り
「
撃
竹
」
が
冴
え
た
。「
錫

器
」
が
光
つ
た
。

三

思
ひ
は
「
思
ふ
」
に
於
て
復
蹄
で
な
く
寧
ろ
開
嚢
。
髄
験
を
反
省
す
る
ε
は
あ
り
得
ぬ
。
反
肯
は
反
省
す
る
こ
く」に
於
て
新
し
き
創
造
か
く
て

す
べ
て
は
直
観
ε
し
て
日
々
新
に
し
て
又
新
な
る
正
念
の
相
績
,
復
蹄
も
切
断
も
あ
ら
ぬ
反
省
ε
は
本
來
な
き
も
の
。
「
思
ふ
」
は
「
見
る
」の

一
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面
ε
な
る
。
か
く
て
般
若
は
我
在
り
の
學
な
ら
す
我
思
ふ
の
墨
な
ら
す
た
攣
「
思
ふ
」
否
コ見
る
L
の
學
そ
の
意
味
に
て
全
く
新
し
き
認
識
論
、
そ

わ
た

は
形
而
上
學
-
實
在
の
學
1
に
先
立
つ
。
在
り
は
見
る
に
在
り
(
色
師
是
塞
)
見
る
は
萬
つ
の
在
り
に
亙
る
(塞
即
是
色
)。
「
見
る
」は
故
に
さ
ま

ざ
ま
の
次
階
を
も
つ
。
こ
の
見
を
内
實
的
な
所
見
に
揮
み
空
知
S
い
ふ
。
塞
ε
は
封
象
化
を
拒
ん
で
「
知
る
」
へ
の
示
唆
、「
知
る
」
そ
の
こ
ぐ」「
見

る
」
そ
の
こ
ε
。
明
月
薦
花
君
自
ら
看
よ
。

「
知
る
」
は
「働
ら
く
」
ざ
考

へ
ら
れ
る
。
室
知
は
然
し
働
ら
き
で
は
な
い
。
「
主
禮
な
き
働
ら
き
」
も
未
だ
精
紳
作
用
の
如
き
も
の
、
そ
は
な
ほ

塞
知
を
背
景
に
投
け
ら
れ
し
帥
ち
見
ら
れ
し
も
の
、
な
ほ
自
覧
の
立
揚
。
内
在
的
者
が
超
越
的
な
る
時
働
き
が
成
立

つ
。
さ
れ
ば
」
般
ミ
特
殊

ぐ」に
何
程
か
の
隙
が
あ
る
。
隙
あ
れ
ば
こ
そ
動
く
。
動
く
は
求
め
る
所
以
、
求
め
る
は
「
一
」
を
慕
ふ
所
以
、
そ
の
姿

は
意
志
。
意
志
に
於
て
賓

・王
は
融

一
さ
れ
純
な
働
き
ミ
な
る
。
働
き
は
然
し
働
か
ぬ
も
の
を
背
景
に
の
み
域
る
。
働
か
ぬ
も
の
は
輩
に
受
動
的
者
で
は
な
い
。
内
包
的
に

無
限
の
内
容
を
超

へ
総
て
を
お
の
が

表
現
ε
な
す
も
の
。
働
き
な
ら
で
働
き
を
見
る
も
の
、
創
造
を

見
る
も
の
。
故
に
意
志
を
も
否
む
ε
こ

ろ
、
感
情
で
も
あ
ら
ぬ
。
知
情
意
の
ア
プ
リ
オ
リ
の
成
立
つ
容
知
的
室
間
ε
も
い
は
れ
や
う
。
こ
れ
ぞ
認
識
礎
抵
ざ
し
て
の
塞
知
。

こ
の
立
場
に
還
る
ε
き

一
般
者
(理
)
は
お
の
れ
を
否
み
蓋
し
直
ぐ
特
殊
(
事
)
か
ら
特
殊

へ
の
關
係
ざ
な
る
。
「
無
所
得
」
の
世
界
で
あ
る
。
所

得
あ
る
は
理
が
残
留
す
る
が
ゆ
え
。

一
般
者
は
自
ら
を
否
み
き
る
こ
ミ
に
由
て
特
殊
の
相
互
否
定
を
完
う
す
る
。
言
ひ
か
へ
れ
ば
「
塞
」は

一
切

を
肯
ふ
ミ
共
に

一
切
を
否
む
。
交
も
否
み
合
ふ
こ
ε
に
由
て
特
殊
は
そ
の
關
係
を
純
に
す
る
。
「呈
凝
無
し
」
ぐ」
い
ひ
ま
た
「
観
自
在
」
ε
い
は
れ

る
。
「存
亡
互
に
現
じ
て
相
妨
凝
せ
す
。
こ
れ
依
他
起
甚
深
縁
起
」(
心
経
略
疏
探
要
抄
)。
困
眠
飢
食
、
帝
力
我
に
於
て
何
か
あ
ら
ん
。

つ
ら

で
は
然
し
記
憶
は
い
か
に
し
て
成
る
か
。
想
ひ
出
の
資
料
を
い
つ
こ
に
仰
ぐ
か
。
そ
れ
は
「
思
ひ
」
に
信
あ
ま
り
に
苛
き
課
題
。
た
"
「見
る
」

に
於
て
は
絶
え
す
無
よ
り
有
を
生
む
。
そ
れ
は
不
合
理
か
。
で
も
事
實
は
易
々
ε
し
て
こ
の
不
合
理
か
犯
す
。
超
矛

盾
の
秘
義
で
あ
る
。
こ
の
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事
實
の
前
に
か
の
「
潜
在
意
識
」
な
「こ
い
か
に
あ
は
き
慰
め
で
あ
る
よ
。
ま
さ
に
何
が
生
れ
る
か
、
將
に
何
を
爲
す
か
、
我
わ
れ
を
識
ら
す
ーこ
い

ふ
外
は
な
い
。

「
働
ら
き
」
は
「見
る
」
に
窮
ま
り
時
は
「流
れ
」を
ミ
め
永
遽
の
生
住
滅
ε
な
る
。
か
く
て
般
若
は

一
切
を
成
し
、
ま
た
殿
つ
。
あ
け
ほ
の
Σ
窃

鉋
を
夕
べ
の
寒
煙
に
。
け
さ
露
に
険
く
花
を
、
あ
す
は
熔
に
入
れ
る
。
で
も
け
ふ
の
花
に
は
け
ふ
畢
生
の
粧
ひ
を
さ
せ
て
。
こ
の
心
に
入
れ
ば

こ
は

成
る
も
永
遽
、
殿
る
』
も
悠
久
。
生
れ
し
も
の
は
亡
び
て
ゆ
く
。
さ
あ
れ
般
若
に
死
生
は
あ
ら
ぬ
。
「老
死
無
く
老
死
審
無
し
」。
死
生
は
般
若

の

一
つ
の
経
験
も
し
く
は
表
現
。
ゆ
え
に

生
も
絶
封
、
死
も
ま
た
純

一
。
「眞
生
は
不
滅
、
眞
滅
は
不
生
。
常
滅
ε
謂

ふ
べ
く
常
生
ε
謂
ふ
べ

し
」
(寳
藏
論
)。
老
ひ
て
杖
を
お
も
ひ
病
む
に
藥
を
買

ふ
。
柴
あ
れ
ば
櫨
を
か
こ
み
米
乏
し
き
に
眉
を
ひ
そ
む
。
無
の
四
諦
、
無
の
四
苦
、
無

か
す

の
無
明
、
幽
か
に
流
れ
ゆ
く
魂
は
、
水
月
の
原
に
し
ろ
が
ね
の
け
む
り
ミ
な
る
Q

そ
し
て
般
若
は
そ
の
子
「
思
ふ
」i
「
思
ふ
」は
個
我
の
分
別
で
は
な
い
ー
に
於
て
善
を
生
み
悪
を
醸
し
ま
た
合
理
を
見
、
不
合
理
を
創
る
。
だ

が
自
ら
は
善
に
も
悪
に
も
居
ら
ぬ
、
合
理
で
も
不
合
理
で
も
な
い
。「
父
は
誰
を
も
裁
か
す
。
裁
き
は
す
べ
て
子
に
委

ね
た
り
」
(
ヨ
ハ
ネ
、
五
㌔

こ
の
高
み
よ
り
欝
観
す
る
に
浮
は
浮
、
磯
は
磯
に
あ
り
乍
ら
然
も
ほ
の
ぽ
の
不
二
の
お
も
む
き
。
善
な
れ
ば
ε
て
必
す
し
も
悦
ば
す
、
悪
な
れ

ば
ε
て
憎
み
は
せ
ぬ
。
憎
悪
怨
恨
、
李
四
張
三
す
べ
て
は
完
相
を
湛

へ
て
爽
か
で
あ
る
。

哲
學
の
封
象
ミ
宗
教
の
そ
れ
ミ
は
か
く
し
て
ひ
ε
つ
。
哲
學
は
哲
學
さ
れ
し
成
果
に
あ
ら
で
哲
學
す
る
こ
言
思
ふ
こ
ミ
見
る
こ
ε
。
「
思
ふ
」

「
見
る
」
に
鰯
れ
る
限
り
宗
教
も
道
徳
藝
術
も
す
べ
て
哲
學
の

一
節
。
あ
ら
ゆ
る
低
き
宗
敏
も
つ
ひ
に
哲
學
に
ま
で
高

み
ゆ
く
。
看
経
焼
香
、
そ

ほ

れ
は
哲
學
で
あ
る
。
山
の
蒼
き
花
の
丹
き
、
そ
れ
は
哲
學
で
あ
る
。
飢
え
に
食
み
渇
い
て
掬
ぶ
、
そ
れ
は
哲
學
で
あ
る
。
君
の
漱
び
に
漱
び
君

が
憂
ひ
を
わ
か
つ
、
そ
れ
は
哲
學
で
あ
る
。
ま
こ
亡
に
も
ろ
も
ろ
の
生
あ
る
も
の
生
な
き
も
の
、
浩
々
た
る
も
の
蚕

々
た
る
も
の
、
翔
け
る
も
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の
歩
む
も
の
、
游
ぐ
も
の

旬
ふ
も
の
、
聲
あ
る
聲
な
き
、
丸
き
長
き
,
細
な
る
微
な
る
森
々
錯
落
ε
し
て

お
の
が

じ

・
哲
學

へ
の

族
路
に
あ

る
㊨
東
門
。
西
門
。
南
門
。
北
門
。
見
ゆ
る
は
す
べ
て
般
若

へ
の
深
き
扉
。
敲
か
す
ん
ば
開
か
れ
す
、
敲
け
ば
韓
た
背
く
。
あ
や
し
く
も
ふ
か

み
け
む
る
碧
窓
の
も
ε
、
哀
れ
ひ
え
び
え
喪
家
の
小
狗
の
如
く
、
或
は
さ
ま
よ
ひ
、
或
は
た
・
す
み
、
或
は
う
そ
ぶ
き
、
な
け
き
叫
び
痛
み
打

ち
技
既
に
窮
す
る
塵
た
"
翻
身

一
回
し
て
入
り
得
べ
き
の
み
。

総
て
を
在
ら
し
め
る
も
の
ご
し
て
の
般
若
は
か
く
て
そ
の
意
味
に
於
て
萬
物
の
母

Ω
毎
β
α

(太
極
)
ε
い
は
れ
や
う
。
そ
は
さ
れ
ば
虚
無
を

意
味
し
は
せ
ぬ
。
虚
無
か
ら
は
何
が
生
れ
得
や
う
そ
。
ま
た
潜
在
を
意
味
し
は
せ
ぬ
。
潜
在
な
ら
ば
顯
は
れ
き
る
こ
ε
も
あ
ら
う
、
い
か
に
豊

か
な
る
も
有
限
の
重
な
り
。
般
若
は
無
限
の
潜
在
を
超

へ
る
。「
本
無
に
し
て
今
有
な
る
に
非
す
。
本
有
に
し
て
今
無
な
る
に
非
す
」
(寳
藏
論
)
。

故
に
か

Σ
る
室
知
は
在
る
の
で
は
な
い
。
在
る
も
の
は
絡
て
こ
の
も
の
に
縁
る
。
室
知
そ
の
も
の
は
創
造
を
す
ら
超

へ
る
。累
暮
霞
9
臼
Φき
の
露

β
○目
。お
9富

の
奥
底
は

宕
9貯
蜀

β
Φ。
。お
舞
9
ロ
8

自
①磐
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
は
や
塞
「知
」
ε
す
ら
い
は
れ
ま
い
。

一
切
の
「
在
り
」を

超

へ
何
物
を
も
含
ま
す
何
物
に
も
染
ま
す
倹
た
ぬ
、
故
に
何
物
の
礎
抵
で
も
な
き
q
⇔握

巳
(無
極
)。
統
べ
ら
る
転

一
物
も
な
い
。
ま
し
て
い

つ
こ
に
塵
埃
を
ひ
き
得
や
う
そ
。
無
限
に
統

一
を
超

へ
し
も
の
、
無
限
に
調
和
を
超

へ
し
も
の
、
故
に
無
限
に
矛
盾
を
超

へ
し
も
の
。
百
鳥
,

花
を
献
す
る
に
路
な
し
。
せ
め
て
も
つ
・
ま
し
や
か
に
「
塞
旨
」の
み
呼
ぶ
こ
そ
よ
け
れ
。

「
塞
」は
か
く
て
示
唆
よ
り
表
現
に
遷
る
。
示
唆
の
極
ま
る
塵
さ
ら
に
麟
つ
て
示
唆
を
見
れ
ば
そ
は
表
現
。
表
現
が
低
き
立
場
ε
の
關
係
に
入

れ
ば
そ
は
示
唆
。
示
唆
は
低
き
立
場
に
働
ら
き
か
け
る
表
現
の

鴎
機
能
。
示
唆
の
學
は
か
く
て
表
現
の
墨
。
示
唆
は
示
唆
で
あ
る
前

(論
理
的

に
前
)
に
表
現
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
示
唆
さ
る
」
も
の
は
示
唆
の
先
に
は
あ
ら
で
そ
が
礎
を
な
す
L
ε
は
こ
の
意
味
。
示
唆
が
示
唆
た
り
得

る
は
そ
が
表
現
な
る
が
ゆ
え
。
示
唆
の
礎
栂
は
表
現
で
あ
る
。
表
現
が
表
現
の
礎
梅
を
ふ
り
か

へ
る
時
に
そ
は
示
唆
。
表
現
の
本
質
ば
示
唆
で
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あ
る
。
示
唆

こ
表
現
亡
は
か
く
て
爾
彩

日
罫
。
表
現
の
「
室
」
が
塞
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
に
遡
る
時
、
こ
の
必
然
は
示
唆
の
「
室
」の
意
義
成

立
の
根
嫁
言
し
て
理
解
さ
れ
る
。
示
唆
の
極
致
は
表
現
、
表
現
の
背
後
は
示
唆
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
凡
そ
高
次
の
立
場
は
次
位
の
立
揚
の
止

揚
從
て
後
者
の
否
定
を
含
む
。
表
現
從
て
示
唆
ε
し
て
の
室
哲
學
か
ら
主
張
書
し
て
の
室
観
の
哲
學
ー
塞
思
想
が
導
か
れ
得
る
。
前
者
の
立
脚

は
諦
認
の
表
白
、
後
者
の
は
思
惟
乃
至
現
實
の
否
定
。

さ
て
封
象
な
き
意
識
(
塞
)が
自
ら
を
顯
は
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
他
の
必
然
に
由
て
封
象
を
生
む
時
「
室
知
」
の
立
場
を
ε
る
。
「,師
」
は
こ
の
示
現
を

語
る
も
の
。
塞
ε
色
ε
が
郎
に
於
て
高
め
ら
る
Σ
前
、

一
綜
合
的
活
動
「
塞
知
」が
塞
ε
色
ぐ
》に
顯
は
る
Σ
過
程
を
思
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
師
は
こ

の
過
程
を
語
る
ε
共
に
ま
た
之
を
逆
行
さ
せ
る
。
こ
れ
ぞ
「
郎
」
に
於
け
る
示
唆
ぐ」表
現
の
相
關
…。

か
く
し
て
室
は
色
亡
劉
で
は
な
い
。
塞
を
認
め
て
塞
に
泥
む
。
塞
そ
の
も
の
に
染
浮
は
あ
ら
ぬ
。
泥
む
は
室
な
ら
で
我
。
碧
潭
ゆ
る
さ
す
蒼

あ
ど

龍

の
睡
。
み
よ
燦
ε
し
て
出
身
の
光
芒
を

引
く
も
の
、
こ
れ
ぞ
「
即
」
の
範
疇
。
あ

、
わ
れ
ら
い
ま
手
を
額
に
加
へ
て

般
若
嶺
頭
の
白
雲
を
看

る
。
け
に
ぴ
に
青
山
も
ε
不
動
、
白
雲
お
の
つ
か
ら
往
還
。

般
若
の
學
は
か
く
て
認
識
の
理
説
か
ら
實
在
の
理
説
に
か
た
む
き
、
そ
こ
に
「
見
る
」
(塞
)
ε
「
在
り
」(色
)
ε
の
交
渉
が
紡
が
れ
ゆ
く
。

序
説
一
「
空
に
就
て
」終
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