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意
識
と
本
質
―
―
東
洋
哲
学
の
共
時
的
構
造
化
の
た
め
に
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人
間
知
性
の
正
し
い
行
使
、
厳
密
な
思
考
の
展
開
、
事
物
の
誤
り
な
い
認
識
の
た
め
に
、「
定
義
」
の
絶
対
的
必

要
性
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
情
熱
を
も
っ
て
強
調
し
て
以
来
、
思
惟
対
象
あ
る
い
は
認
識
対
象
の
「
本
質
」
を
き
わ
め
る

と
い
う
こ
と
が
西
洋
哲
学
伝
統
の
主
流
の
一
部
と
な
っ
て
現
在
に
至
っ
た
。
そ
れ
が
「
本
質
」
論
と
し
て
主
題
的
に

取
り
上
げ
ら
れ
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、「
本
質
」
の
問
題
性
は
、
様
々
な
名
称
、
様
々
な
形
の
下
に
、
西
洋
哲
学

の
歴
史
を
通
じ
て
常
に
思
想
家
た
ち
の
思
惟
を
支
配
し
て
き
た
。
だ
が
、
西
洋
哲
学
だ
け
で
は
な
い
。
東
洋
で
も

―
―
い
ま
仮
に
極
東
、
中
東
、
近
東
と
普
通
呼
び
慣
わ
さ
れ
て
い
る
広
大
な
ア
ジ
ア
文
化
圏
に
古
来
展
開
さ
れ
た
哲

学
的
思
惟
の
様
々
な
伝
統
を
東
洋
哲
学
と
い
う
名
で
一
括
し
て
通
観
す
る
と
―
―「
本
質
」
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る

概
念
が
、
言
語
の
意
味
機
能
と
人
間
意
識
の
階
層
的
構
造
と
聯
関
し
て
、
著
し
く
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と

に
我
々
は
気
付
く
。

　
こ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
本
質
」
の
問
題
性
を
手
が
か
り
に
し
て
、
そ
れ
が
提
起
し
て
き
た
い
ろ

い
ろ
な
哲
学
的
問
題
を
論
じ
つ
つ
、
東
洋
哲
学
全
体
を
、
そ
の
諸
伝
統
に
ま
つ
わ
る
複
雑
な
歴
史
的
聯
関
か
ら
引
き

離
し
て
、
共
時
的
思
考
の
次
元
に
移
し
、
そ
こ
で
新
し
く
構
造
化
し
な
お
し
て
み
た
い
と
い
う
の
が
私
の
当
面
の
狙
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い
な
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
取
り
扱
う
べ
き
も
の
が
、
そ
の
資
料
的
側
面
だ
け
か
ら
見
て
も
非
常
に
広
汎
に
わ
た

っ
て
い
る
の
で
、
結
局
は
、
せ
い
ぜ
い
共
時
的
東
洋
哲
学
の
初
歩
的
な
構
造
序
論
と
い
っ
た
程
度
の
も
の
に
し
か
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
今
こ
れ
か
ら
書
こ
う
と
し
て
い
る
小
論
自
体
は
序
論
の
そ
の
ま
た
序
論
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。「
意
識
と
本
質
」
と
い
う
表
題
の
示
す
と
お
り
、
人
間
意
識
の
様
々
に
異
る
あ
り
方
が
「
本
質
」
な
る
も

の
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
か
を
、
こ
こ
で
は
特
に
「
本
質
」
の
実
在
性
・
非
実
在
性
の
問
題
を
中
心
と

し
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
経
験
界
で
出
合
う
あ
ら
ゆ
る
事
物
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
つ
い
て
、
そ
の
「
本
質
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
、
ほ
と
ん

ど
本
能
的
と
で
も
い
っ
て
い
い
よ
う
な
内
的
性
向
が
人
間
、
誰
に
で
も
あ
る
。
こ
れ
を
本
質
追
求
と
か
本
質
探
求
と

か
い
う
と
、
こ
と
ご
と
し
く
な
っ
て
、
何
か
特
別
の
こ
と
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
響
く
け
れ
ど
、
考
え
て
み
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
意
識
の
働
き
そ
の
も
の
が
、
実
は
大
抵
の
場
合
、
様
々
な
事
物
事
象
の
「
本
質
」
認
知
の
上
に

成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
。
日
常
的
意
識
、
す
な
わ
ち
感
覚
、
知
覚
、
意
志
、
欲
望
、
思
惟
な
ど
か
ら
な
る
わ
れ
わ
れ

の
表
層
意
識
の
構
造
自
体
の
中
に
、
そ
れ
の
最
も
基
礎
的
な
部
分
と
し
て
そ
れ
は
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　
意
識
と
は
本
来
的
に
「
…
…
の
意
識
」
だ
と
い
う
が
、
こ
の
意
識
本
来
の
志
向
性
な
る
も
の
は
、
意
識
が
脱
自
的

に
向
っ
て
い
く
「
…
…
」（
X
）
の
「
本
質
」
を
な
ん
ら
か
の
形
で
把
捉
し
て
い
な
け
れ
ば
現
成
し
な
い
。
た
と
え

そ
の
「
本
質
」
把
捉
が
、
ど
れ
ほ
ど
漠
然
と
し
た
、
取
り
と
め
の
な
い
、
い
わ
ば
気
分
的
な
了
解
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
に
す
ぎ
な
い
に
し
て
も
、
で
あ
る
。
意
識
を
「
…
…
の
意
識
」
と
し
て
成
立
さ
せ
る
基
底
と
し
て
の
原
初
的
存



7

 I

在
分
節
の
意
味
論
的
構
造
そ
の
も
の
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
出
来
て
い
る
の
だ
。

　
X
を
「
花
」
と
呼
ぶ
、
あ
る
い
は
「
花
」
と
い
う
語
を
そ
れ
に
適
用
す
る
。
そ
れ
が
で
き
る
た
め
に
は
、
何
は
と

も
あ
れ
、
X
が
な
ん
で
あ
る
か

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
X
の
「
本
質
」
が
捉
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

X
を
花
と
い
う
語
で
指
示
し
、
Y
を
石
と
い
う
語
で
指
示
し
て
、
X
と
Y
と
を
言
語
的
に
、
つ
ま
り
意
識
現
象
と
し

て
、
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
初
次
的
に
、
少
く
と
も
素
朴
な
形
で
、
花
と
石
そ
れ
ぞ
れ
の
「
本
質
」

が
了
解
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
花
は
あ
く
ま
で
花
、
石
は
ど
こ
ま
で
も
石
、
と
い
う

ふ
う
に
同
一
律
的
に
X
と
Y
と
を
同
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
禅
者
の
い
わ
ゆ
る
（
第
一
次
的
）「
山
は
こ
れ
山
、
水
は
こ
れ
水
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
本
質
」
か
ら
成
り
立

つ
世
界
。
無
数
の
「
本
質
」
に
よ
っ
て
様
々
に
区
切
ら
れ
、
複
雑
に
聯
関
し
合
う
「
本
質
」
の
網
目
を
通
し
て
分
節

的
に
眺
め
ら
れ
た
世
界
。
そ
し
て
そ
れ
が
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
世
界
な
の
で
あ
り
、
ま
た
主
体
的
に
は
、

現
実
を
そ
の
よ
う
な
形
で
見
る
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
意
識
、
表
層
意
識
の
本
源
的
な
あ
り
方
で
も
あ
る
。
意
識
を
も

し
表
層
意
識
だ
け
に
限
っ
て
考
え
る
な
ら
、
意
識
と
は
事
物
事
象
の
「
本
質
」
を
、
コ
ト
バ
の
意
味
機
能
の
指
示
に

従
い
な
が
ら
把
捉
す
る
と
こ
ろ
に
生
起
す
る
内
的
状
態
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
表
層
意
識
の
根
本
的

構
造
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
の
志
向
性
に
は
、「
本
質
」
の
無
反
省
的
あ
る
い
は
前
反
省
的
―
―
ほ
と
ん
ど
本
能

的
と
で
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
―
―
把
握
が
常
に
先
行
す
る
。
こ
の
先
行
が
な
け
れ
ば
、「
…
…
の
意
識
」
と
し

て
の
意
識
は
成
立
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
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初
期
の
、
つ
ま
り
現
象
学
時
代
の
サ
ル
ト
ル
は
、
意
識
の
本
源
的
脱
自
性
を
強
調
し
て
、
そ
れ
を
「
自
分
の
外
へ

滑
り
出
す
こ
と
」
で
あ
る
と
言
い
、「
意
識
に
は
内
部

0

0

（le dedans

）
な
る
も
の
は
な
い
。
意
識
は
己
れ
自
身
の
外0

（le dehors

）
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
意
識
を
意
識
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
も
の
は
、
こ
の
絶
対
的
な
脱
走（cette 

fuite absolue
）
で
あ
り
、
固
定
し
た
物
で
あ
る
こ
と
の
こ
の
拒
絶
（ce refus d’être substance

）
だ
」
と
断
じ
た
（「
フ
ッ

サ
ー
ル
現
象
学
の
基
礎
理
念
」）。
だ
が
、
い
く
ら
己
れ
の
外
へ
不
断
に
滑
り
出
す
、
と
い
っ
て
も
、
な
ん
の
方
向
性
も

な
し
に
、
む
や
み
や
た
ら
に
た
だ
脱
走
す
る
わ
け
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
必
ず
何
か
に
向
っ
て
、
X
に
向
っ
て
滑

り
出
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
サ
ル
ト
ル
自
身
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
そ
こ
に
あ
る
あ
の
樹

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
向
っ
て
。

　
あ
そ
こ
に
あ
る
あ
の
樹
は
感
性
経
験
的
な
一
つ
の
個
物
で
あ
っ
て
、「
本
質
」
で
は
な
い
、
と
い
わ
れ
る
か
も
知

れ
な
い
け
れ
ど
、
意
識
の
「
滑
り
出
し
」
の
方
向
を
規
定
す
る
点
に
お
い
て
、
そ
こ
に
は
既
に
原
初
的
、
第
一
次
的

な
「
本
質
」
把
握
が
、
少
く
と
も
前
反
省
的
、
無
自
覚
的
、
あ
る
い
は
気
分
的
了
解
と
い
う
形
で
、
な
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
意
識
が
X
に
向
っ
て
滑
り
出
し
て
行
く
、
そ
の
初
動
の
瞬
間
に
お
い
て
、
X
は
す
で
に
何
か
で
あ
る

0

0

0

0

0

―
―
こ
の
場
合
は
、
樹
で
あ
る

0

0

0

0

―
―
の
だ
。
そ
し
て
X
を
何
か
で
あ
る

0

0

0

0

0

も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち

X
の
原
初
的
定
義
で
あ
り
、
最
も
素
朴
な
形
に
お
け
る
「
本
質
」
把
握
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
も
し
こ
の
よ
う

な
原
初
的
「
本
質
」
把
握
も
な
し
に
、
た
だ
や
み
く
も
に
「
外
」
に
出
て
行
け
ば
、
た
ち
ま
ち
あ
の
「
ね
ば
ね
ば
し

た
」
目
も
鼻
も
な
い
不
気
味
な
「
存
在
」
の
渾
沌
の
泥
沼
の
中
に
の
め
り
込
ん
で
、「
嘔
吐
」
を
催
す
ほ
か
は
な
い

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
な
れ
ば
も
う
、「
…
…
の
意
識
」
な
ど
影
も
形
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　「
存
在
」
の
深
淵
を
垣
間
見
る
嘔
吐
的
体
験
を
描
く
と
き
、
サ
ル
ト
ル
が
、
こ
の
「
存
在
」
啓
示
の
直
前
の
状
態



9

 I

と
し
て
言
語
脱
落
を
語
っ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

　「
つ
い
さ
っ
き
私
は
公
園
に
い
た
」
と
サ
ル
ト
ル
は
語
り
出
す
。「
マ
ロ
ニ
エ
の
根
は
ち
ょ
う
ど
ベ
ン
チ
の
下
の
と

こ
ろ
で
深
く
大
地
に
つ
き
刺
さ
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
根
と
い
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
私
の
意
識
に
は
全

然
な
か
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
語こ
と
ばは
消
え
失
せ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
、
事
物
の
意
義
も
、
そ
の
使
い
方
も
、

ま
た
そ
れ
ら
の
事
物
の
表
面
に
人
間
が
引
い
た
弱
い
符め
じ
る
し牒

の
線
も
。
背
を
丸
め
気
味
に
、
頭
を
垂
れ
、
た
っ
た
独
り

で
私
は
、
全
く
生な
ま

の
ま
ま
の
そ
の
黒
々
と
節
く
れ
立
っ
た
、
恐
ろ
し
い
塊
り
に
面
と
向
っ
て
坐
っ
て
い
た
。」

　
絶
対
無
分
節
の
「
存
在
」
と
、
そ
れ
の
表
面
に
、
コ
ト
バ
の
意
味
を
手
が
か
り
に
し
て
、
か
細
い
分
節
線
を
縦
横

に
引
い
て
事
物
、
つ
ま
り
存
在
者
、
を
作
り
出
し
て
行
く
人
間
意
識
の
働
き
と
の
関
係
を
こ
れ
ほ
ど
見
事
に
形
象
化

し
た
文
章
を
私
は
他
に
知
ら
な
い
。
コ
ト
バ
は
こ
こ
で
は
そ
の
本
源
的
意
味
作
用
、
す
な
わ
ち
「
本
質
」
喚
起
的
な

分
節
作
用
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
コ
ト
バ
の
意
味
作
用
と
は
、
本
来
的
に
は
全
然
分
節
の
な
い
「
黒
々
と
し

て
薄
気
味
悪
い
塊
り
」
で
し
か
な
い
「
存
在
」
に
い
ろ
い
ろ
な
符
牒
を
付
け
て
事
物
を
作
り
出
し
、
そ
れ
ら
を
個
々

別
々
の
も
の

0

0

と
し
て
指
示
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
老
子
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
無
（
す
な
わ
ち
「
無
名
」）
が
い

ろ
い
ろ
な
名
前
を
得
て
有
（
す
な
わ
ち
「
有
名
」）
に
転
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
前
に
も
ち
ょ
っ
と

書
い
た
と
お
り
、
お
よ
そ
名
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
必
ず
な
ん
ら
か
の
形
で
の
「
本
質
」
認
知
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
だ
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
名
が
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
言
語
脱
落
と
は
、「
本
質
」
脱
落
を

意
味
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
て
コ
ト
バ
が
脱
落
し
、「
本
質
」
が
脱
落
し
て
し
ま
え
ば
、
当
然
、
ど
こ
に
も
裂
け

目
の
な
い
「
存
在
」
そ
の
も
の
だ
け
が
残
る
。「
忽
ち
一
挙
に
帷と
ば
りが

裂
け
て
」「
ぶ
よ
ぶ
よ
し
た
、
奇
怪
な
、
無
秩
序
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の
塊
り
が
、
怖
ろ
し
い
淫
ら
な
（
存
在
の
）
裸は
だ
か身み

（des m
asses m

onstrueuses et m
olles, en désordre̶

̶
nues, d’une 

effrayante et obscène nudité

）」
の
ま
ま
怪
物
の
よ
う
に
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
が
「
嘔
吐
」
を
惹
き
起
す
の
だ
。

　「
嘔
吐
」
体
験
の
こ
の
生
々
し
い
描
写
は
、「
本
質
」
な
る
も
の
が
人
間
の
意
識
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
大
切
な
も
の

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
志
向
性
を
本
性
と
す
る
意
識
は
、「
本
質
」
脱
落
に
直
面
し
て
途
方
に
暮

れ
る
。
己
れ
の
外0

に
「
本
質
」、
あ
る
い
は
「
本
質
」
的
な
も
の
、
を
見
な
け
れ
ば
、
意
識
は
志
向
す
べ
き
と
こ
ろ

を
失
う
。
し
か
し
、
志
向
す
べ
き
と
こ
ろ
を
全
く
も
た
な
い
意
識
は
、
意
識
と
し
て
の
自
ら
を
否
定
す
る
ほ
か
は
な

い
。
こ
う
し
て
「
…
…
の
意
識
」
と
し
て
の
意
識
は
、
一
時
的
あ
る
い
は
永
続
的
に
、
収
拾
す
べ
か
ら
ざ
る
混
乱
状

態
、
一
種
の
病
的
状
態
に
陥
る
の
で
あ
る
。
事
実
、「
嘔
吐
」
体
験
は
、
普
通
の
人
間
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
確
か
に

一
つ
の
病
的
体
験
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
ま
た
こ
の
次
元
で
の
意
識
の
成
立
が
、
原
初
的
「
本
質
」
認
知
ま
た
は
「
本

質
」
了
解
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
い
か
に
大
き
い
か
と
い
う
こ
と
が
露
呈
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
同
時
に
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
言
語
の
意
味
作
用
、
す
な
わ
ち
「
存
在
」
分
節
作
用
が
、
わ
れ
わ
れ
の
日

常
的
意
識
の
構
造
そ
の
も
の
に
い
か
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
か
を
も
物
語
る
。
さ
き
に
も
一
言
し
た
と
お
り
、
コ
ト

バ
の
意
味
的
指
示
機
能
と
事
物
の
本
質
把
握
と
の
間
に
は
本
源
的
な
相
依
相
関
が
あ
る
。
無
名
の
X
が
一
定
の
名
を

得
る
と
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
始
め
て
X
は
あ
る
も
の

0

0

と
し
て
生
起
し
、
あ
る
も
の

0

0

と
し
て
存
在
的
に
結
晶
す
る
。

「
道
は
名
無
し
」
と
荘
子
が
説
き
、「
名
無
し
、
天
地
の
始
。
名
有
り
、
万
物
の
母
」
と
老
子
が
い
う
の
は
そ
れ
で
あ
る
。

　「
天
地
の
始
」、
一
切
の
存
在
者
が
も
の

0

0

と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
以
前
の
「
道
」
す
な
わ
ち
根
源
的
「
存
在
」
に
は
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名
前
が
な
い
。
そ
れ
は
言
語
以
前
で
あ
り
、
分
節
以
前
で
あ
る
。
そ
れ
を
老
子
は
天
地
分
離
以
前
と
い
う
。
と
こ
ろ

が
名
の
出
現
と
と
も
に
天
と
地
は
互
い
に
分
れ
て
「
道
」
は
「
万
物
の
母
」
と
な
る
。
言
語
に
よ
っ
て
無
分
節
の

「
存
在
」
が
分
節
さ
れ
て
、
存
在
者
の
世
界
が
経
験
的
に
成
立
す
る
。
言
語
以
前
か
ら
言
語
以
後
へ
、「
無
名
」
か
ら

「
有
名
」
へ
―
―「
存
在
」
の
形
而
上
的
次
元
か
ら
形
而
下
的
次
元
へ
の
こ
の
転
換
点
に
「
本
質
」
が
出
現
す
る
。
換

言
す
れ
ば
、
X
が
一
定
の
名
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
定
の
も
の

0

0

と
し
て
固
定
さ
れ
凝
固
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ

を
そ
の
も
の

0

0

と
し
て
他
の
一
切
か
ら
識
別
さ
せ
、
他
の
一
切
と
矛
盾
律
的
に
（
つ
ま
り
X
は
非
X
で
は
な
い
と
い
う

形
で
）
対
立
さ
せ
る
よ
う
な
何
か
、
つ
ま
り
X
の
「
本
質
」
の
認
知
あ
る
い
は
「
本
質
」
の
了
解
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
だ
。

　
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
世
界
と
は
、
こ
の
第
一
次
的
、
原
初
的
「
本
質
」
認
知
の
過
程
を
い
わ
ば
省
略
し
て
―
―
あ

る
い
は
、
そ
れ
に
気
付
か
ず
に
―
―
始
め
か
ら
既
に
出
来
上
っ
た
も
の

0

0

と
し
て
見
ら
れ
た
存
在
者
の
形
成
す
る
意
味

分
節
的
存
在
地
平
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
存
在
地
平
に
現
出
す
る
世
界
の
中
に
主
体
と
し
て
存
在
し
、

わ
れ
わ
れ
を
取
り
巻
く
そ
れ
ら
の
も
の

0

0

を
客
体
と
し
て
意
識
す
る
。
そ
の
時
、
当
然
、
意
識
は
「
…
…
の
意
識
」
と

い
う
形
を
取
る
、「
…
…
」
の
中
に
伏
在
す
る
「
本
質
」
認
知
に
ほ
と
ん
ど
気
付
く
こ
と
も
な
し
に
。
だ
か
ら
こ
そ
、

何
か
の
き
っ
か
け
で
言
語
脱
落
が
起
り
、
本
質
脱
落
が
起
る
と
、
手
が
か
り
も
足
が
か
り
も
な
い
、
つ
ま
り
全
く
符

牒
の
つ
い
て
い
な
い
無
記
的
、
無
分
節
的
「
存
在
」
の
真
只
中
に
抛
り
込
ま
れ
て
愕
然
と
す
る
の
だ
。
そ
し
て
ま
た
、

「
本
質
」
な
る
も
の
の
有
難
さ
を
悟
り
も
す
る
。
か
く
て
人
は
「
本
質
」
の
符
牒
の
付
い
た
、
き
ち
ん
と
分
節
さ
れ

た
存
在
者
の
世
界
に
再
び
倉
皇
と
し
て
逃
げ
も
ど
る
。
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だ
が
、
以
上
は
あ
く
ま
で
表
層
意
識
を
主
に
し
て
、
表
層
意
識
の
立
場
か
ら
の
発
言
で
あ
っ
て
、
深
層
意
識
に
身

を
据
え
た
人
の
見
方
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
、
サ
ル
ト
ル
的
「
嘔
吐
」
の
場
合
、
あ
の
瞬
間
に
意
識
の
深
層
が
垣
間
見

ら
れ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
も
と
も
と
言
語
脱
落
と
か
本
質
脱
落
と
か
い
う
こ
と
自
体
が
、
深
層
意
識
的
事
態
な

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
「
存
在
」
が
無
分
節
の
ま
ま
に
顕
現
す
る
の
だ
。
し
か
し
サ
ル
ト
ル
あ
る
い
は

『
嘔
吐
』
の
主
人
公
は
、
深
層
意
識
の
次
元
に
身
を
据
え
て
は
い
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
そ
の
立
場
か
ら
、
存
在
世
界

の
実
相
を
視
る
と
い
う
こ
と
は
彼
に
は
で
き
な
い
。
そ
れ
だ
け
の
準
備
が
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
絶
対

無
分
節
の
「
存
在
」
の
前
に
突
然
立
た
さ
れ
て
、
彼
は
狼
狽
す
る
。
仏
教
的
表
現
を
使
っ
て
い
う
な
ら
、
世
俗
諦
的

意
識
の
働
き
に
慣
れ
、
世
俗
諦
的
立
場
に
身
を
置
き
、
世
俗
諦
的
に
し
か
も
の
を
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
は
、
た

ま
た
ま
勝
義
諦
的
事
態
に
触
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
た
だ
何
か
得
体
の
知
れ
な
い
、
ぶ
よ
ぶ
よ
し
た
、
淫

ら
な
裸
の
塊
り
し
か
見
な
い
の
で
あ
る
。
実
は
東
洋
の
哲
学
的
伝
統
で
は
、
そ
の
よ
う
な
次
元
で
の
「
存
在
」
こ
そ

神
あ
る
い
は
神
以
前
の
も
の
、
例
え
ば
荘
子
の
斉
物
論
の
根
拠
と
な
る
「
渾
沌
」、
華
厳
の
事
事
無む

礙げ

・
理
事
無
礙

の
窮
極
的
基
盤
と
し
て
の
「
一
真
法
界
」、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
存
在
一
性
論
の
よ
っ
て
立
つ
「
絶
対
一
者
」
等
々
で
あ

る
の
だ
が
。

　
で
は
、
表
層
意
識
に
身
を
置
く
人
が
、
絶
対
無
分
節
の
「
存
在
」
を
、
ど
う
し
て
「
嘔
吐
」
的
に
し
か
受
け
取
れ

な
い
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
無
分
節
の
「
存
在
」
を
、
あ
く
ま
で
「
…
…
の
意
識
」
の
志
向
対
象
と
し
て
、
し
か

も
そ
れ
が
直
接
に
開
顕
し
た
ま
ま
の
姿
で
、
じ
か
に
把
捉
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
表
層
意
識
に
と
っ
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て
堪
え
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。

　
勿
論
、
表
層
意
識
に
も
遁
げ
道
は
あ
る
。
他
の
一
切
の
普
通
の
対
象
の
よ
う
に
、
無
分
節
の
「
存
在
」
を
概
念
化

し
て
、
一
つ
の
対
象
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
だ
。
そ
う
す
れ
ば
無
分
節
の
「
存
在
」
は
空
の
概
念

0

0

、
無
の
概
念

0

0

、
一

者
の
概
念

0

0

と
い
う
ふ
う
に
無
害
な
も
の
と
な
り
、「
…
…
の
意
識
」
の
対
象
と
な
る
。
だ
が
無
害
に
は
な
る
か
わ
り
、

完
全
に
表
層
意
識
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
死
物
と
化
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、「
存
在
」
の
深
層
意
識
的
真
相
は
全

く
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
そ
う
か
と
い
っ
て
、「
存
在
」
の
無
分
節
的
真
相
を
そ
の
ま
ま
本

源
的
な
姿
で
表
層
意
識
に
受
け
止
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
も
と
も
と
「
…
…
の
意
識
」
で
あ
る
も
の
が
「
…
…
」
を
失

っ
て
宙
に
迷
い
、
自
己
破
壊
の
危
険
に
曝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
嘔
吐
」
と
は
、
意
識
論
的
に
は
、
そ
う
し
た
も

の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
て
東
洋
の
精
神
的
伝
統
で
は
、
少
く
と
も
原
則
的
に
は
、
人
は
こ
の
よ
う
な
場
合
「
嘔
吐
」
に
追
い

込
ま
れ
は
し
な
い
。
絶
対
無
分
節
の
「
存
在
」
に
直
面
し
て
も
狼
狽
し
な
い
だ
け
の
準
備
が
始
め
か
ら
方
法
的
、
組

織
的
に
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
い
わ
ゆ
る
東
洋
の
哲
人
と
は
、
深
層
意
識
が
拓
か
れ
て
、
そ
こ
に
身
を
据
え
て
い

る
人
で
あ
る
。
表
層
意
識
の
次
元
に
現
わ
れ
る
事
物
、
そ
こ
に
生
起
す
る
様
々
の
事
態
を
、
深
層
意
識
の
地
平
に
置

い
て
、
そ
の
見
地
か
ら
眺
め
る
こ
と
の
で
き
る
人
。
表
層
、
深
層
の
両
領
域
に
わ
た
る
彼
の
意
識
の
形
而
上
的
・
形

而
下
的
地
平
に
は
、
絶
対
無
分
節
の
次
元
の
「
存
在
」
と
、
千
々
に
分
節
さ
れ
た
「
存
在
」
と
が
同
時
に
あ
り
の
ま

ま
に
現
わ
れ
て
い
る
。
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常
に
無
欲
、
以
て
其
の
妙
を
観

　
　
常
に
有
欲
、
以
て
其
の
徼き
ょ
うを

観
る

と
老
子
が
言
う
の
は
そ
れ
で
あ
る
（『
老
子
』
一
）。
こ
の
文
は
先
に
引
用
し
た
「
名
無
し
、
天
地
の
始
。
名
有
り
、

万
物
の
母
」
に
続
く
。「
常
無
欲
」
と
は
深
層
意
識
の
本
源
的
な
あ
り
方
。
常
に
無
欲
、
す
な
わ
ち
絶
対
に
執
著
す

る
と
こ
ろ
の
な
い
、
つ
ま
り
名
を
通
し
て
対
象
と
し
て
措
定
さ
れ
た
何
も
の
に
も
執
著
し
な
い
、「
廓
然
無
聖
」
的
、

「
本
来
無
一
物
」
的
意
識
状
態
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
意
識
は
「
…
…
の
意
識
」
で
は
な
い
。
無
対
象
的
、
非
志
向
的

意
識
、
つ
ま
り
無0

意
識
で
あ
る
。
東
洋
思
想
で
は
、
ど
こ
で
も
こ
の
よ
う
な
意
識
な
ら
ぬ
意
識
、
メ
タ
意
識
と
で
も

い
う
べ
き
も
の
を
体
験
的
事
実
と
し
て
認
め
る
。
そ
れ
が
東
洋
哲
学
一
般
の
根
本
的
な
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。

　「
以
観
其
妙
」、
そ
う
い
う
意
識
な
ら
ぬ
意
識
、
メ
タ
意
識
、
に
よ
っ
て
「
其
の
妙
」
す
な
わ
ち
絶
対
無
分
節
的

「
存
在
」（「
道
」）
の
幽
玄
な
真
相
が
絶
対
無
分
節
の
ま
ま
に
観
ら
れ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
先
行
す
る
文
と
の
関
聯

上
、
こ
の
「
妙
」
は
「
無
名
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
名
が
な
い
、
と
は
分
節
線
が
な
い
、「
本
質
」
が
な
い
と

い
う
こ
と
。
こ
の
境
位
に
あ
る
意
識
に
現
わ
れ
る
「
存
在
」
に
は
、
ど
こ
に
も
「
本
質
」
的
区
分
が
な
い
。
ま
さ
し

く
言
語
脱
落
、「
本
質
」
脱
落
の
世
界
。
そ
れ
を
老
子
は
「
妙
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
。

　
こ
れ
に
反
し
て
表
層
意
識
の
見
る
世
界
は
、「
存
在
」
が
い
ろ
い
ろ
な
名
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
言
語
的
に
、
分
節

さ
れ
、
様
々
な
事
物
が
そ
れ
ぞ
れ
「
本
質
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
存
在
者
と
し
て
生
起
し
て
く
る
世
界
、「
徼
」
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の
領
域
で
あ
る
。「
徼
」
と
は
明
確
な
輪
廓
線
で
区
切
ら
れ
た
、
は
っ
き
り
目
に
見
え
る
形
に
分
節
さ
れ
た
「
存
在
」

の
あ
り
方
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
世
界
を
見
る
意
識
、
表
層
意
識
を
老
子
は
「
常
有
欲
」
と
い
う
。

「
常
有
欲
」
と
は
も
の

0

0

に
執
著
す
る
心
の
あ
り
方
。
存
在
論
的
に
い
え
ば
、
様
々
な
も
の

0

0

を
「
本
質
」
的
に
措
定
し

て
、
ど
こ
ま
で
も
そ
れ
ら
を
あ
り

0

0

と
す
る
意
識
で
あ
る
。

　「
本
質
」
の
な
い
世
界
と
、
無
数
の
「
本
質
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の

0

0

の
世
界
と
―
―
こ
の
二
つ
の
「
存
在
」

の
次
元
が
、
こ
こ
で
は
鋭
く
対
立
し
つ
つ
、
し
か
も
一
つ
の
「
存
在
」
地
平
の
う
ち
に
均
衡
を
保
っ
て
融
和
し
て
い

る
。「
本
質
」
に
よ
っ
て
区
劃
さ
れ
た
事
物
の
充
満
す
る
世
界
を
、
無
「
本
質
」
の
世
界
を
見
た
人
の
目
が
静
か
に

眺
め
て
い
る
。「
常
有
欲
」
と
「
常
無
欲
」
が
一
つ
の
意
識
構
造
に
円
成
す
る
。
互
い
に
根
本
的
に
異
質
で
あ
り
な

が
ら
、「
常
有
欲
」
と
「
常
無
欲
」
と
の
間
に
は
致
命
的
な
断
絶
が
な
い
。
言
語
が
脱
落
し
、「
本
質
」
が
脱
落
し
て
、

一
切
の
も
の

0

0

の
符
牒
が
な
く
な
っ
て
も
、
こ
の
哲
人
の
意
識
に
は
な
ん
の
困
惑
も
な
け
れ
ば
戸
惑
い
も
な
い
の
だ
。

　
深
層
意
識
と
表
層
意
識
と
を
二
つ
な
が
ら
同
時
に
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
存
在
」
の
無
と
有
と
を
い
わ

ば
二
重
写
し
に
観
る
こ
と
の
で
き
る
、
こ
う
し
た
東
洋
的
哲
人
の
あ
り
方
を
、
僧そ

う

肇じ
ょ
うは

次
の
よ
う
に
描
き
出
す
。

曰
く
、「
聖
人
空
洞
其
懐
、
無
識
無
知
、
然
居
動
用
之
域
、
而
止
無
為
之
境
、
処
有
名
之
内
、
而
宅
絶
言
之
郷
、
寂

寥
虚
曠
、
莫
可
以
形
名
得
、
若
斯
而
已
矣
」（『
肇じ

ょ
う

論ろ
ん

』
答
劉
遺
民
書
）
と
。
す
な
わ
ち
、
聖
人
は
そ
の
意
識
を
空
洞
に

し
て
（「
…
…
の
意
識
」
と
し
て
の
表
層
意
識
が
志
向
す
る
対
象
を
払
拭
し
て
無0

意
識
の
次
元
に
立
ち
、
そ
の
見
地

か
ら
経
験
的
世
界
を
見
る
の
で
）、
い
か
な
る
も
の

0

0

も
「
本
質
」
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
た
客
体
と
し
て
認
知
す
る
こ




