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創
造
と
い
う
こ
と
は
無
か
ら

(①
×
巳
三
一。)
の
創
造
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は

凡
そ
自
明
的
で
あ
る
。

そ
の
限
り
、
こ
の
場
合
の
無

の
意
味
が
何
等
の
積
極
性
を
も
た
な
い
空
無
ま
た
は
非
存
在
で
は
あ
り
得
な
い
。
本
稿
で
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
る
奮
約
ゲ
ネ
シ
ス
の

解
繹
に
つ
い
て
論
及
す
る
の
蘇
裕
を
も
た
な
い
が
、
そ
れ
自
身
無
限
定
で
從
つ
て
形
相
的
に
把
握
で
き
な
い
無

(非
存
在
)
が
却
つ
て
形
相

を
生
み
、
す
べ
て
の
有

(存
在
)
を
限
定
す
る
と
い
う
積
極
的
意
味
を
彼
か
ら
學
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
が

「
無
か
ら

の
創
造
」
の
思
想
を
以
て
救
濟
の
基
督
論
を
基
礎
づ
け
て
い
る
の
に
封
し
て
、
佛
教
は

「
無
に
於
け
る
生
起
」
す
な
わ
ち
縁
起
論
を
原
理
と

し
て
立
つ
て
い
る
黙
に
於
て
、
夫
々
思
想
的
特
徴
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
雨
者
が
共
に
無
或
は
非
存
在
を
理
論
的
根
壕
と
し
て
人
間
存

在
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
鮎
で
は
、
そ
の
軌
を

一
に
す
る
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
宗
教
が
生
死
の
問
題
を
重
大
な
關
心
事

と
す
る
と
い
う
宗
教
特
異
の
立
場
か
ら
し
て
當
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
中
観
哲
學
に
よ
つ
て
嚢
展
し
た
大
乗
佛
教
、の
空
思
想
に
就
て
見
る

も
、
縁
起
性
を
裏
づ
け
る
諸
法
空
性
の
論
理
は
空
に
よ
つ
て
有
ゆ
る
存
在
を
礎
定
す
る
の
で
あ
る
が
、

一
切
諸
法
の
空
性
は
軍
な
る
盧
無
で

は
な
く
、
ま
た
存
在
の
否
定
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な
い
。
空

(無
)
は
存
在
を
否
定
す
る
と
共
に
肯
定
し
、
時
間
を
超
越
す
る
と
共
に
時
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間
に
内
在
す
る
と
い
う
矛
盾
の
統

一
に
外
な
ら
な
い
。

矛
盾
を
媒
介
統

一
す
る
も
の
は
、
自
腱
的
に
は
常
に
無
に
し
て
自
由
な
る
も
の
、
換
言
す
れ
ば
永
遠
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
プ
ラ
ト

ン
は

「時
は
永
遠
の
か
げ
」
で
あ
る
と
言
つ
た
が
、
永
遠
は
時
間
の
中
に
自
己
の
影
像

(
エ
イ
コ
ー
ン
)
を
展
開
す
る

「
永
遠
の
無
」
な
の

で
あ
る
。
時
間
を
否
定
し
是
れ
を
超
え
る
原
理
と
し
て
從

つ
て
時
間
の
な
い
無
底
の
深
淵
と
、
他
面
に
於
て
時
間
を

つ
く
る
原
理
と
し
て
、

乃
至
過
去

・
現
在

・
未
來
と
い
う
秩
序
の
中
に
自
ら
生
起
す
る
作
用
と
の
共
在
ま
た
は
混
合
が
、
自
己
同

一
性
に
於
て
理
解
せ
ら
れ
る
と
こ

ろ
に
永
遠
な
る
も
の
の
意
味
が
あ
る
と
爲
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
宗
教
特
に
暉
の
根
本
的
立
場
が
斯
く
の
如
き
永
遠
の
原
理
に
立
脚
し
つ
つ
、

如
何
に
そ
の
性
格
を
特
色
づ
け
て
い
る
か
を
論
究
し
て
見
た
い
と
思
う
。

二

 

宗
教
の
世
界
は
時
間
を
超
え
て
時
間
の
無

い
印
ち
永
遠
の
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
時
間
を
超
え
る
と
は
時
間
と
無
關
係
に
な
る
こ
と
で
は

な
く
、
寧
ろ
時
間
を
生
起
せ
し
め
時
間
を
自
ら
の
内
に
含
む
と
い
う
密
接
な
關
係
を
も
つ
こ
と
で
あ
り
、
時
間
を
否
定
す
る
と
は
そ
の
否
定

を
通
し
て
却
つ
て
自
己
を
實
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

道
元
が

「
自
己
を
は
こ
び
て
萬
法
を
修
讃
す
る
を
迷
と
す
、
萬
法
す
す
み
て
自
己
を
修
誼
す
る
は
さ
と
り
な
り
。
」
ま
た

「佛
道
を
な
ら
ふ

と
い
ふ
は

自
己
を
な
ら
ふ
な
り
、
自
己
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は

自
己
を
わ
す
る
る
な
り
、
自
己
を
わ
す
る
る
と
い
ふ
は

萬
法
に
謹
せ
ら
る
る

な
り
、
萬
法
に
謹
せ
ら
る
る
と
い
ふ
は
自
己
の
身
心
お
よ
び
他
己
の
身
心
を
し
て
脱
落
せ
し
む
る
な
り
。」
(正
法
眼
藏
現
成
公
案
)
と
道
破
せ

る
如
く
、
宗
教
の
根
源
は
紹
封
的
自
己
否
定
性
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
業

(は
か
ら
い
)
に
よ
る
こ
と
で
は
な
い
。

故
に
宗
教
的
受
動
性
と
構
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
自
己
は
永
遠
の
無

・
紹
封
無
の
中
に
撮
取
せ
ら

れ
て
い
る
か
ら
、
紹
封

的
包
撮
性
が
宗
…教
の
核
心
で
あ
る
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。



69全 膣作用の歴史性

し
か
し

「永
遠
な
る
も
の
」
と
か

「
縄
封
無
」
と
か
が
自
己
の
外
に

「
何
か
」
客
艦
的
に
あ
つ
て
、
そ
の
も
の
に

一
致
し
た
り
包
撮
せ
ら

れ
た
り
す
る
の
で
は
な
い
。
若
し

「
何
か
」
で
あ
れ
ば
永
遠
で
も
無
で
も
あ
り
得
な
い
か
ら
。
客
盟
的
な
も
の
は

「何
か
」
有
的
な
も
の
で

あ
つ
て
縄
封
的
な
も
の
と
は
言
い
得
な
い
。

東
洋
的
無
が
紹
封
無
的
主
艦
と
し
て
農
得
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
所
以

で
あ
る
(久
松
博
士
著
絶
封

主
薩
道
参
照
)。
自
己
は
自
己
否
定
的
超
越
に
よ
つ
て
始
め
て
全
盟
的
自
己
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
紹
鉗
的
普
遍
者
に
包
撮
せ
ら

れ
る
と
い
う
が
如
き
何
か
有
る
も
の
に
成
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
自
己
本
來
底
の
紹
封
無
の
覧
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　

　
　

こ

　
　

　
　

　

大
鷹
國
師
の
投
機
偶
に

「
忽
然

心
境
共

忘

時
、
大
地
山
河
透
二
脱
機
鰐、
法
王
法
身
全
艦
現
.、
時
人
相
封

不
=相
知
一」
と
あ
り
、

百
丈
は

「
濁
坐
大
雄
峰
」
と
眞
佛
を
見
せ
て
い
る
。
大
地
は
大
地
に
あ
ら
ず
山
河
は
山
河
に
あ
ら
ず
、
草
木
國
土
悉
皆
成
佛
の
端
的
に
は
紹

封
無
的
主
盟
が
全
燈
露
現
す
る
の
で
あ
る
。
私
は
以
下
の
叙
述
に
於
て
、
臨
濟
の
三
句
を
借
り
て
縄
樹
無
の
歴
史
性

を
詮
策
し
よ
う
と
す
る

　
　

　

　

こ

　

　

の

で
あ

る
が

、

先
ず

第

一
句

「
三
要

印

開

朱

黙

側

、
未

γ
容

コ
擬

議

一
主
屓

分

」

は
囲

地

一
下

に

於

け

る
眞
佛

の
誕

生

で
あ

る
。

一
句

以

前

の
脱
盟

現
成

で
あ

る
。
大
鷹

語

録

に

「
有

一一
一
物

一
呆

々
明

如

γ
日

漫

々

黒
似

「
漆

、

上
控

r天

下

控

レ
地

不

r
離

二
目

前

一全

超

=
象
外

一、

不

γ
逐

二

　

こ

　

陰
陽
漕
長
一
(中
暑
)
萬
象
之
中
濁
露
身
、
唯
人
自
肯

乃
方

親

」
ま
た

「人
々
分
上
壁
立
萬
偲
、
箇
々
面
前
飛
=
大
費
光

一、

一
念
萬
年
萬

年

一
念
」

う雲
よ
り
も
上
な
る
空
に
出
で
ぬ
れ
ば
、
雨
の
降
る
夜
も
月
を
こ
そ
見
れ
」
な
ど
と
孤
峯
頂
上
の
風
光

を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
か

　
　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

こ

く
し
て
第

一
句
は
眞
佛
に
、
第
二
句

「妙
解
宣
容
=

無
着

問
一、
湛
和
孚

負
二戴
流

機
一」
は
眞
法
、
而
し
て
第

三
句

「
看
三取

棚
頭

　
み
　

　

こ

弄
=

偲
偏

一、
抽
牽
都
來
裡

有
ン人
」
は
眞
道
に
契
當
す
る
と
爲
し
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
理

・
智

・
方
便

(行
)
に
配

せ
ら
れ
る
。
こ
の
三
者

は
相
互
に
他
の
二
者
を
内
に
ふ
く
む
の
で
あ
る
が
、
紹
封
無
の
全
膣
作
用
が
現
實
的
に
具
膣
化
す
る
爲
に
は
、
第

一
句
か
ら
自
ら
第
二
句
第

三
句
が
展
轄
開
示
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。

第

一
句
に
つ
い
て
更
に
追
求
す
れ
ば
、
其
は
金
剛
王
寳
創
を
以
て
蓋
十
方
世
界
を
直
下
に
坐
断
し
て

一
塵

一
法
を
も
存
せ
ぬ
緬
封
否
定
の

掃
蕩
門
で
あ
る
か
ら
、
雲
門
の
三
句
で
は

「
衆
流
裁
断
」
に
相
當
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
端
的
に
は
三
要

(理

・
智

・
方
便
)
の
極
庭
明
歴
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々
と
し
て
既
に
備
わ
り
、
順
逆
縦
横
鷹
機
接
物
の
方
向
と
し
て
権
實

・
照
用
の
機
を
ふ
く
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

「
主
屓
分
」
と
は
師
ち
紹

封
否
定

の
深
淵

(菩
岩
。・ロ
ω)
に
於
て
寧
ろ
そ
の
契
機
と
し
て
、
明
暗

・
色
空

・
艦
用
の
封
立

・
矛
盾

・
交
錯
と
い
う

「
否
定
的
無
底
の
全

艦
的
分
極
的
二
重
性
」
と
も
構
す
べ
き
構
造
的
意
味
を
表
明
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
洞
山
の
五
位
に
配
す
れ
ば
正
中
偏
の
位
で
あ
る
が
、

メ

テ

ラ

頬
に

「
三
更
初
夜
月
明

前
、
莫
γ怪
相
逢

不
二相
識
一」
と
言

い
、

三
更
夜
牛
の
正
位
に
於
て
月
明
の
偏
位
あ
り
、

佛
の
佛
と
す
べ
き
も
の

な
く
自
己
の
自
己
と
す
べ
き
も
の
な
く
し
て
、
相
逢
う
と
こ
ろ
の
偏
位
の
中
に
も
、
亦
た
相
識
ら
ず
と
い
う
正
位
が
あ
る
こ
と
を
説
く
の
で

あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
全
盟
的

一
と
個
物
的
多
の
矛
盾
的
自
己
同

一
と
し
て
全
艦
的

一
が
自
己
否
定
的
に
個
物
的
多
を
統

一
す
る
の
で
あ
る
。
郎

ち
主
禮
が
環
境
を
限
定
し
同
時
に
環
境
が
主
艦
を
限
定
す
る
世
界
で
あ
り
、
こ
こ
に
時
間
と
空
間
の
世
界
が
縄
封
無
を
表
現
す
る
世
界
と
し

て
生
れ
て
來
る
の
で
あ
る
(西
田
幾
太
郎
全
集
第
+

一
巻
参
照
)
。
か
く
し
て
第
二
句
は
不
攣
不
動
で
あ
る
べ
き
永
遠
が
可
攣
的
可
動
的
な
時
間
に

於
て
そ
の
影
像
を
篤
す
勢
位

(℃
oげ①
壽
)
に
轄
換
し
て
行
く
消
息
で
あ
る
。
永
遠
の
世
界
が
如
何
に
し
て
時
間
の
世
界
に
實
現
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
形
相

(イ
デ
ア
)
は
如
何
に
し
て
個
物
と
結
び
つ
き
得
る
か
と
い
う
、
か
の
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
に
於

て
途
に
解
明
し
得
ら
れ
な
か
つ
た
ア
ポ
リ
ア
と
同
様
に
困
難
な
問
題
で
あ
る
が
、
第
二
句
の
意
味
は
こ
の
關
係
を
般
若
の
智
慧
の
知
的
直
観

.性
に
よ
つ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第

一
句
が
掃
蕩
門
で
あ
つ
た
の
に
封
し
て
第

二
句
は
建
立
門
で
あ
る
。
雲
門
の
三
句
で
は

「函
蓋
乾
坤
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
紹
樹
無
的

主
髄
が
理
性
と
自
然
と
の
分
極
的
封
立
と
し
て
自
己
限
定
を
行
い
、
爾
者
の
矛
盾
を
通
し
て
却
つ
て
自
覧
的
統

一
を
途
行
す
る
立
場
に
轄
移

し
た
の
で
あ
る
。
元
來
、
根
本
智
は
言
詮
不
及
で
あ
る
か
ら
、
方
便
度
生
の
爲
に
差
別
智
に
轄
位
し
て
個
物
的
多
の
世
界
に
於
て
全
盤
的

一

を
把
捉
し
よ
う
と
す
る
。
故
に
大
圓
鏡
智
見
性
の
當
禮
に
止
住
せ
ず
、
李
等
性
智
を
も
つ
て

一
切
の
境
を
観
照
し
、
五
纏
六
塵
を
照
破
し
て

理
事
圓
融
身
心
不
二
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
五
位
頬
偏
中
正
の
と
こ
ろ
に

「分
明
竸
面
更
に
眞
な
し
」
と
言
い
、
差
別
の
外
に
更
に
無
相
李



等
な
く
、
鳥
は
黒
鷺
は
白
、
柳
は
緑
花
は
紅
と
い
う
偏
正
回
互
三
昧
明
暗
双
々
の
消
息
を
示
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
事
物
の
客
観
的
實

在
性
を
實
は
事
物
の
事
物
性
に
於
て
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
般
者
は
個
物
か
ら
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
事
物

の
個
別
性
の
根
源
は
自
然
の
必
然
性
及
び
非
合
理
性
に
存
す
る
。
理
性
を
拒
否
す
る
自
立
性
を
有
す
る

「
自
然
」
は
、
汎
論
理
化
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
根
源
性
に
よ
つ
て
論
理
に
封
す
る
否
定
原
理
で
あ
る
。
般
若
即
非
の
論
理
に
よ
る
事
物
の
観
照
は
、
實

は
個
物
に
於
て
個
物
と

は
別
の
世
界
を
見
て
居
る
の
で
あ
つ
て
、
論
理
と
事
物
と
の
介
離
を
奈
何
と
も
し
難
い
。
師
非
の
論
理
は
大
乗
的
縁
起
観
を
裏
づ
け
る
も
の

で
は
あ
る
が
、
八
不
中
道
に
よ
つ
て
存
在
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿

(如
性

$
昏
ρ
鼠
)
を
見
る
容
知
的
直
観
ま
た
は
、
先
験
的
直
観
で
あ
る
限

り
、
主
観
と
客
観
と
の
同

一
性
と
い
う
前
提
基
盤
を
章
に
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
世
界
を

「
永
遠
の
相
の
下
に
」

す
な
わ
ち

「永
遠
の
中
に
於
て
時
間
を
」
見
る
も
の
が
第

二
句
の
境
地
で
あ
る
が
、
上
述
の
如
き
存
在
の
根
本
原
理
に
つ
い
て
残
さ
れ
た
問

題
の
解
決
は
、
次
の
第
三
句
に
徹
す
る
よ
り
外
に
途
は
な
い
の
で
あ
る
。

三
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第
三
句
は
不
二
法
門
の
要
訣
、
中
道
の
法
理
の
極
庭
で
あ
る
。
臨
濟
で
は
垂
手
門
と
し
て
佛
租
と
共
に
手
を
把
つ
て
倶
に
行
く
眞
道
と
し

て
い
る
。
棚
頭

(五
尺
の
形
骸
)
を
あ
や
つ
り
糸
を
引
く
那

一
人
が
屋
裏
に
あ
つ
て
鷹
機
接
物
の
は
た
ら
き
を
す
る
方
便
門
と
も
構
す
る
。

然
し
法
華
経
に
も

「
方
便
力
を
以
て
の
故
に
経
行
し
て
道
を
示
す
と
云
へ
ど
も
其
實
は
佛
乗

の
爲
な
り
」
と
あ
る
如
く
、
第
三
句
こ
そ
は
却

つ
て
佛
教

一
般
の
要
諦
で
あ
る
と
共
に
縄
の
修
行
の
究
寛
の
目
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
碧
岩
第
三
十
八
則
及
び
其
他
に
は
第
三
句
の
下
の

り

　

　

　

七
字
を

「
抽
牽
全

籍
三
畏
頭

人
一」
と
作
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
紹
樹
無
的
主
髄
が
和
泥
合
水
の
自
由
性
を
表
わ
す
こ
と
の
比
喩
的
表
現

で
あ
る
。
塊
偶
は
自
由
な
る
活
動
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

こ

　
　

脱
落
身
心

(正
中
偏
)
及
び
身
心
脱
落

(偏
中
正
)
と
な
り
得
て
も
立
枯
暉
は
縁
畳
に
堕
す
と
呵
せ
ら
れ
る
。

「
眼

見
=
佛
性
一印
是
菩
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り

　

こ

　

　

　

　
　
　

へ

に　
　

こ

　

　
　

　

薩

人

、

作
慶
生

目

見
一一佛
性
一、
穿
γ花

蚊
蝶
深
々

見

鮎
γ
水

蜻
艇
歓
々

飛

」
と
言
い
、

臨
濟
は

「在
=
途
中
一不
γ離
二家

舎
一」
と
読
い
て
、
解
脱
自
在
の
境
は
實
践
に
於
て
現
成
す
る
旨
を
明
か
に
し
て
い
る
。
雲
門
の
三
句
で
は

「随
波
逐
浪
」
(妙
用
具
=方
圓
一

随
1機
明
=事
理
舶萬
法
盟
申
全
)
五
位
で
は

正
中
來

す
な
わ
ち

「
無
申
路
あ
り
塵
埃
を
出
ず
」
の
位
で
あ
り
、
正
位
に
正
を
取
ら
ず
大
悲
願

に
基
づ
く
灰
頭
土
面
下
化
衆
生
の
行
道
で
あ
る
。
理
境
が
主
盟
を
限
定
し
主
盟
が
理
境
を
限
定
す
る
歴
史
の
世
界
に
於
て
人
間
は
眞
に
現
實

的
に
生
き
る
の
で
あ
る
。

佛
國
土
の
實
現
も

澤
土
の
建
立
も

歴
史
的
肚
會
的
現
實
に
於
け
る
形
成
作
用
に
よ
つ
て
現
成
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。前

項
に
於
て
は
、
般
若
の
容
智
に
よ
つ
て
は
永
遠
と
時
間
と
が
現
實
的
に
結
び
つ
か
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
が
、
般
若
の
知
的

直
観
を
基
底
と
し
て
現
實
的
飛
躍
を
も
た
ら
し
實
践
的
行
爲
的
主
燈
に
脱
化
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
行
爲
的
主
盟
と
し
て
の
人
間
に
し
て
始

め
て
永
遠
と
時
間
を
媒
介
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
は
天
國
の
理
想
を
地
上
に
實
現
す
る
媒
介
者
で
あ
る
。
古
來
、
人
間
は
神
と
自
然
と

の
中
間
存
在
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
非
常
に
意
義
深
い
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
軍
に
働
く
も
の
で
な
く
、
形
成
す
る
人
間
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
。
形
成
と
は
永
遠
を
現
實
に
時
間
に
於
て
成
就
す
る
こ
と
、
從
つ
て

「
永
遠
の
中
に
於
て
時
間
を
」
見
る
の
で
な
く

「
時
間

の
中
に
於
て

永
遠
を
」
見
出
す
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
も
は
や
般
若
師
非
の
論
理
に
よ
つ
て
裏
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
恐
ら
く
プ
ラ
ト
ン

が

「
テ
イ
マ
イ
オ
ス
」
に
於
て
明
か
に
し
た
と
稻
せ
ら
れ
る
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
す
な
わ
ち
混
合
の
論
理
に
よ
つ
て
解
明
せ
ら
れ
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
辮
讃
法
論
理
が

〉
日
昌
8

諺

と
い
う
方
式
で
表
示
せ
ら
れ
る
の
に
封
し
て
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
は

レ
"
0
11
0
"
ゆ

と

し
て
表
わ
さ
れ
、
こ
の
場
合
は
異
質
的
な
る
A
と
B
と
は
爾
者
の
問
に
第
三
者
を
介
在
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
そ
れ
ら
が
結
合
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
の
結
合
は
融
合
で
な
く
し
て
混
合
で
あ
る
こ
と
を
特
色
と
す
る
。
(山
内
得
立
博
士
著
生
成
創
造
形
成
参
照
)

無

一
物
申
無
蓋
藏
と
い
う
紹
封
無
の
正
中
偏
的
盟
験
の
具
禮
性
は
、
そ
の
全
罷
作
用
の
論
理
的
構
造
を
ア
ナ
ロ
ギ

ア
の
論
理
に
よ
つ
て
把

握
す
る
場
合
に
最
も
よ
く
其
の
歴
史
性
を
解
明
し
得
る
と
思
う
。
紳
と
自
然
と
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
世
界
に
あ
つ
て
人
間
の
形
成
作
用
な
し
に
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は
無
關
係
で
あ
る
。
雨
者
を
結
合
し
て
文
化
を
作
る
人
間
的
自
覧
に
よ
つ
て
新
ら
し
く
歴
史
の
世
界
が
展
開
す
る
と
共
に
、
人
間
は
歴
史
的

人
間
と
し
て
始
め
て
意
義
あ
る
存
在
と
な
り
、
そ
の
存
在
性
と
人
間
た
る
所
以
の
人
間
性
と
を
眞
に
見
出
す
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
人
間

の

行
爲
は
縄
封
無
的
主
罷
の
作
用
と
し
て
、
歴
史
的
時
間
に
於
て
永
遠
を
行
ず
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

人
間
は
歴
史
の
中
に
生
ま
れ
て
歴
史
を
つ
く
る
と
言
わ
れ
る
が
、
人
間
存
在
の
あ
り
方
が
歴
史
的
な
の
で
あ
る
。
人
間
は
歴
史
の
主
膿
で

あ
る
。
人
間

の
具
艦
的
現
實
的
な
在
り
方
が
行
爲
で
あ
り
、
從
つ
て
歴
史
的
時
間
は
行
爲
の
主
艦
性
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
自
然
的

時
間
を
主
艦
化
し
人
間
を
自
然
に
於
け
る
生
成
か
ら
新
た
に
自
ら
を
形
成
せ
し
め
る
性
格
を
も
つ
て
い
る
。
自
然
的
時
間
は
歴
史
的
時
間
の

契
機
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
身
は
客
観
的
観
想
的
性
格
を
有
し
て
等
質
的
に
流
れ
て
行
く
と
共
に

一
定
の
週
期
を
も
つ
て
繰
り
返

す
と
こ
ろ
の
時
間
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
歴
史
的
時
間
は
自
然
的
時
間
を
主
艦
化
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
、
異
質
的
な
性
格
を
有
し
て

一

回
限
り
の
繰
り
返
さ
な
い
曲
線
的
非
連
績
性
の
時
間
と
構
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
人
間
が
個
性
的
自
覧
に
よ
る
自
由
な
る
行
爲
に
於
て
、
自
然

の
世
界
の
因
果
的
必
然
性
の
連
鎖
を
戴
断
し
自
然
を
超
え
て
生
き
る
か
ら
で
あ
る
。
此
の
如
く
歴
史
的
時
間
は
非
連
績
的
連
績
と
か
超
越
的

内
在
と
い
う
意
味
を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
取
り
も
直
さ
ず
是
れ
が
人
間
的
行
爲
の
歴
史
性
で
あ
る
。
神
と
自
然
の
中
間
存
在
の
人
間

　

　

　

　

　

　

　

　

　

は
柿
の
創
造
力
の
自
由
性
と
自
然
の
必
然
性
と
を
共
に
具
有
し
て
、
お
の
ず
か
ら
な
る
自
然
を
質
料
と
し
、
み
ず
か
ら
自
由
に
形
相
を
制
作

お
の
づ
か

み
つ
か

す
る
、
印
ち
自
ら
と

自

ら
と
の
結
合
に
よ
る
形
成
作
用
に
よ
つ
て
、
始
め
て
人
間
の
贋
値
と
尊
嚴
と
を
自
覧
す
る
の
で
あ
る
。
神
と
自
然

と
が
人
間
を
媒
介
と
せ
ず
し
て
直
結
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
観
想
の
世
界
の
神
秘
性
と
汎
紳
論

へ
の
誘
惑
が
あ
る
。
し
か
し
宗
教
の
意
義
は
そ

の
歴
史
性
に
つ
い
て
評
贋
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

掬
て
、
紹
封
無
の
現
成
と
し
て
の
形
成
作
用
は
歴
史
的
行
爲
の
基
底
が
緬
封
否
定
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
自
己
の
作
用
が
却
つ
て
自
己
の
作

用
で
な
い
と
い
う
意
味
を
も
つ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
行
爲
的
現
在
が
過
去
を
原
因
と
す
る
そ
の
結
果
で
は
な
く
し
て
、
縄
封
無
の
自
己
限
定

と
し
て
現
在
が
現
在
を
超
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
現
在
が
永
遠
に
結
び

つ
い
て
い
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
現
在
と
永
遠
と
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の
蓬
遁
が
瞬
間
で
あ
る
。
瞬
間
は
時
間
に
於
て
時
間
を
超
え
る
現
在
で
あ
る
。
石
霜
が

「
一
念
萬
年
に
し
去
る
」
と
言
う
時
の
心
の
一
念
は

　
り

ぶ
ぶ

こ

　
り
　

　

永
遠
か
ら
起
る

一
念
で
あ
り
、
今
が
萬
年
の
如
く
萬
年
が
今
の
如
く
で
あ
る
。
黄
巣
は

「定
慧
等

學

明

見
=
佛
性
一是

不

」
と
い
う

南
泉
の
問
に
封
し
て

「
十
二
時
中
不
一・依
=碕

一
物
己

と
答
え
、
洞
山
は

「有
=
一
物
一上
控
γ天
下
桂
γ
地
黒
如
γ漆
、
常
在
=動
用
中
一動
用
中

牧
不
レ得
」
と
説
き
、
洒
落
の
生
涯
が
作
用
に
も
滞
住
せ
ぬ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

歴
史
的
行
爲
は
各
瞬
間
々
々
に
自
己
否
定
的
に
自
己
を
形
づ
く
つ
て
行
く
。
瞬
間
は
現
在
の
現
在
性
と
し
て
過
去
現
在
未
來
を
内
に
含
む

と
こ
ろ
の
紹
封
現
在
で
あ
る
。
印
ち
瞬
間
は
永
遠
の
現
在

(今
)
で
あ
り
、
す
べ
て
の
時
間
性
の
根
源
で
あ
る
。
現
在
が

一
切
で
あ
つ
て
過

去
と
未
來
に
封
し
て
次
元
を
異
に
す
る
。
現
在
が
現
在
を
限
定
し
瞬
間
が
瞬
間
を
限
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
紹
封
現
在
は
時
間
の
流
れ
を　

生

む

働

き

と
し

て
、

そ
れ

自
身

時

の
流

れ

を
超

え

た
紹

封

無

で
な

け
れ

ば

な

ら

ぬ
。
「
自

=
從

空

劫

已
前

威

音

那

畔

一
一
日

日
未

三
嘗

逐

=
一
日

一

こ

一
時
時
未
三嘗
随
=
一
時
一」

(大
燈
語
録
)
と
あ
る
如
く
、
瞬
間
は
實
に

「牛
夜
鳥
鶏
飛
上
γ天
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
十
二
時
を
使

い
得
る
底
の
作
家
の
漢
な
ら
ば
、
十
字
街
頭
に
あ
つ
て
頭
々
顯
露
物
々
全
眞
の
瞬
間
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

四

キ

エ
ル

ケ
ゴ

ー

ル

に

よ
れ

ば
、

自

由

な

る
存

在

と

し

て

の
人

間

的
實

存

は

、

現
實

の
存
在

の
矛

盾

及

び
逆

説

の
前

に
決

断

と
飛

躍

を
覧

悟

し
、

「
あ

れ

か
、

こ

れ
か

」

(
O
口
ぴ
毛
①
α
①
目
O
畠
O
目
)

を
選

揮

(≦

9
巨

)

す

る

こ
と

に

よ

つ
て
自

己

を
形

成

す

る

と

こ
ろ

に
眞

理
が
行

ぜ

ら

れ

る
と

し

た
。

而

し

て
人

間

は
自

己
が

自

己

自
身

に
關

係

す

る

と

こ
ろ

の
關

係

で
あ

る

と
共

に
、

そ

の
關

係

は
他

者

に
よ

つ
て
措

定

せ
ら

れ

た

關

係

で
も

あ

る
。

こ

こ

に
人

間

の
自

己
性

(
ω
O
一一)ω
け
げ
①
一汁
)

に
於

け

る
交

叉

的

な
性

格

が

あ
り

、

自

由

も
亦

た

こ

の
故

に
成

立

す

る
と
考

え

ら

れ

て
居

る
。
自

由

と

は
自

己

の
解
放

で

あ

る
と

共

に
自

己

の
深
化

と

し

て
、
時

間

の
部
分

へ
の
分

散

(
山
一ω
叶
①
】P
け
一〇
)

を
時

か
ら

永

遠

へ
の

集

中

.(
9
鼻

①
ロ
色
○
)

に
轄

ず

る
歴

史

的

形
成

に

よ

つ

て
、

永

遠

の
無

を
瞬

間

に
於

て
篤

し

と

る

の
謂

で
あ

る
。

こ

の
と

き
攣

易

と

不
攣

と

の
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雨
方
向

へ
の
反
轄
と
い
う
カ
イ

ロ
ス
的
意
味
が
存
す
る
と
こ
ろ
に
瞬
間
の
危
機
性
が
潜
ん
で
い
る
。

妙
観
察
智
は
差
別
の
深
理
を
究
め
、
普
く
封
機
に
鷹
ず
る
圓
満
報
身

の
位
で
あ
る
。
從

っ
て
智
慧
了
簡
を
以
て
観
察
す
る
の
で
は
な
く
、

行
爲
の
選
揮
に
相
當
す
る
も
の
で
あ
る
。
選
揮
は
紹
鍬
的
に
選
揮
す
る
こ
と
、
印
ち

「
こ
れ
か
あ
れ
か
を
選
揮
し
な
い
」
と
い
う
選
揮
で
あ

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
己
は
自
己
以
外
に
何
物
を
も
紹
封
と
し
て
選
揮
し
得
な
い
限
り
、
行
爲
の
選
揮
に
於
て
紹
封
な
る
も
の
は
永
遠
の
無
な

る
自
己
で
あ
る
。
妙
観
察
智
は
正
中
來
の
具
艦
的
内
容
を
な
す
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
其
は
未
だ
有
功
用
の
行
爲
的
自
覧
で
あ

る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
究
寛
解
脆
の
境
は
無
功
用
の
行
爲
ま
た
は
無
作
の
徳
で
あ
る
と
こ
ろ
の
成
所
作
智
の
自
覧
に
ま
で
到
達
し
て
、

眞
に
畳
行
圓
満

の
作
用
を
成
就
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
。

成
所
作
智
は
秘
密
総
持
の
門
と
も
稻
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
實
は
人
境
倶
不
奪
の
大
自
在
と
し
て
の
形
成
作
用
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ

は
五
位
の
条
中
至
に
配
せ
ら
れ
る
。

そ
の
は
た
ら
き
の
自
由
性
は

「
爾
匁
交
γ鋒
不
γ須
γ避
」
と
形
容
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
臨
濟
録
で
は
上

　

　

こ
　

　

　

　

上
根
器
に
封
す
る
機
關
と
せ
ら
れ
て
い
る
。

然
る
に
臨
濟
は
更
に

「
如
下有
=
出
格
見
解

人
一來
上
山
侶

此
間

便

全
膿
作
用

不
γ歴
=
根

　

　

　

　
り

器
一、
大
徳
到
一一這
裡
一學
人
着
力

庭
不
γ通
レ風
、
石
火
電
光
印

過
了

也
」
と
読
き
、

も
は
や

全
膿
作
用
が
作
用
と
し
て
の
沙
汰
を
す
ら

認
め
な
い
眞
の
没
躍
跡
で
あ
る
こ
と
を
解
明
し
て
い
る
。
謂
ゆ
る
庭
々
に
滞
ら
ず
、
境
も
回
換
す
る
能
は
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。

「
僧
問
雲
門
、
如
何
是
超
佛
越
祀
之
談
。
門
云
胡
餅
」
と
。
そ
れ
は
茶
に
逢
う
て
は
喫
茶
し
、
飯
に
逢
う
て
は
喫
飯
し
、
困
じ
來
れ
ば
眠

　

　

　

　

　

　

　

　

り
、
行
か
ん
と
要
せ
ば
行
き
、
坐
せ
ん
と
要
せ
ば
坐
す
と
い
う
在
り
の
ま
ま
の
自
由
す
な
わ
ち
自
在
で
あ
る
。
紹
封
無
の
自
由
が
そ
の
ま
ま

現
在
の
自
己
の
存
在
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
功
用
に
も
無
功
用
に
も
住
せ
ず

「
離
=家
舎
一不
γ在
=途
中
一」
と
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

五

位
で
は
蕪
中
到
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
動
を
用
い
不
動
を
用
い
る
無
依

の
道
人
と
は
斯
く
の
如
き
を
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
到
つ
て
看
取
せ

ら
れ
る
こ
と
は
、
四
句
を
離
れ
百
非
を
紹
す
る
出
格
の
自
在
性
は
、
歴
史
的
行
爲
を
も
無
化
す
る
縄
封
無
的
主
農
の
象
徴
化
と
し
て
の
行
爲

を
生
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
の
極
致
は
象
徴
で
あ
る
。
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き

き

に

は

「
あ

れ

か

・
こ
れ

か
」

を

決

断

に

よ

つ
て
選

ぶ
自

由

の
形

成
が

歴

史

を

作

る
根

源

で
あ

る

と

い
う

意
味

を

述

べ
て
來

た

の

で
あ

る
が
、

歴

史

は

同
時

に
歴

史

を
否

定

す

る
作

用

に
よ

つ
て
根

檬

づ

け
ら

れ

ね
ば

な
ら

ぬ
と

い
う

こ
と
、

印

ち
歴

史
的

行

爲

は

超
歴

史

性

を
媒

介

と
し

て
成

立

す

る

こ
と

を

理
解

し
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
の

で
あ

る
。

そ

の
場

合

、

自

己
自

身

を
選

ぶ

こ
と

に
よ

つ
て
軍

に

「
あ

れ

か
、

こ

れ
か

」

を

で
は

な

く
、

實

は

「
あ

れ

で
も

な
く

、

こ
れ

で
も

な

い
」

と

こ
ろ

の
緬

封

の

一
を
全

一
的

と

し

て
選

ぶ

の
で
あ

つ
て
、

即

ち

唯

だ

「
如
是

」

あ

る

い
は

「
こ
れ
」

な

の

で
あ

る
。

か
く

の
如

く

に

し

て
、

必

然
的

に

し

て
紹
封

な

る
も

の
を
自

由

に
自

ら

選

ん

だ

と

い
う

こ
と

　
　

　

　

　

が

で
き

る

の

で
あ

る
。

そ

の
自

由

が

決

断

を
も

覧

悟

を
も

勢

せ
ず

し

て
、

自
然

に
成

る
と

こ
ろ
が

「
折

合

還

鯖

二
炭

裡

一
坐

」

で

あ

る
。

　

「
鯖
γ家
携
子
爾
頭
脱

柴
自
青
分
火
自
紅
」
と
。
鐵
を
攣
じ
て
金
と
な
す
よ
り
も
金
を
攣
じ
て
鐵
と
な
す
こ
と
の
容
易
な
ら
ぎ
る
究
童
位
、

無
上
菩
提
の
法
で
あ
る
。
日
常
の
事
上
的
形
成
作
用
に
於
て
日
々
是
好
日
と
し
て
、
本
來
の
自
己
が
本
來
性
を
畳
謹
す
る
と
こ
ろ
に
紹
封
否

定
的
肯
定
の
歴
史
的
形
成
を
意
味
す
る
菩
薩
行
こ
そ
、
琿
の
最
初
に
し
て
最
絡
の
課
題
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

一
言
附
加
す
べ
き
こ

と
は
、
臨
濟
の
三
句
を
貫
い
て
三
印

一
的
に
之
を
完
結
せ
し
め
、
時
間
に
於
て
永
遠
を
生
き
る
カ
イ
ロ
ス
的
危
機
の
超
克
が
可
能
と
な
る
の

も
四
句
誓
顔
を
轄
ず
る
大
慈
悲
心
の
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
弦
で
は
永
遠
と
時
間
の
結
合
が
悲
願
に
裏
づ
け
ら
れ
る
理
論
を
割
愛

し
て
、
た
だ
臨
濟
の
第
三
句
の
内
實
と
し
て
、
正
中
來

・
兼
中
至

・
象
中
到
の
作
用
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
具
農
的
な
理
解
を
深
め

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
蝕
論
と
し
て
は
、
紹
封
無
の
立
場
に
於
て
歴
史
の
世
界
に
劉
す
る
紹
樹
批
到
的
立
場
を
保
持
す
る
爲
に
は
、
如
何

な
る
貼
が
強
調
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
か
、
ま
た
如
何
る
問
題
が
新
た
に
提
起
せ
ら
れ
て
來
る
か
等
に
つ
い
て
、
更
に
検
討
し
て
見
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
思
う
。

(
一
九
六
〇
、
一
〇
、
二
五
)


