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説解

　
井
上
円
了
の
主
な
心
理
学
的
業
績
を
、
第
九
巻
、
第
一
〇
巻
の
二
冊
に
分
け
て
出
版
す
る
こ
と
に
し
た
。
井
上
の
心
理
学
的
業
績

の
意
義
と
概
要
に
つ
い
て
は
、
第
九
巻
の
解
説
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
井
上
の
心
理
学
に
関
す
る
・
王
な
業
績
を
六
冊
選
択
し
た
。
そ
れ
ら
を
二
群
に
分
け
、
第
九
巻
に
は
基
礎
編
と
し
て
『
心
理
摘
要
』

『
通
信
教
授
心
理
学
』
『
東
洋
心
理
学
』
の
三
冊
を
収
録
し
、
こ
の
第
一
〇
巻
に
は
応
用
編
と
し
て
『
仏
教
心
理
学
』
『
心
理
療
法
』
『
活

用
自
在
新
記
憶
術
』
（
以
下
『
新
記
憶
術
』
と
略
す
）
の
三
冊
を
収
録
し
た
。

　
い
ず
れ
も
発
行
年
の
順
序
に
な
っ
て
い
る
が
、
『
仏
教
心
理
学
』
は
仏
教
の
心
理
説
で
あ
る
『
倶
舎
論
』
や
『
唯
識
論
』
を
西
欧
の

心
理
学
の
立
場
か
ら
考
察
し
た
研
究
で
は
日
本
で
初
め
て
の
本
で
あ
る
。
ま
た
『
心
理
療
法
』
は
、
心
理
学
、
医
学
の
両
方
の
領
域

に
お
い
て
も
、
わ
が
国
初
め
て
の
本
で
あ
る
。
『
新
記
憶
術
』
も
、
当
時
す
で
に
実
用
書
と
し
て
の
記
憶
術
の
本
は
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
が
、
心
理
学
に
基
づ
く
体
系
的
な
も
の
で
、
し
か
も
実
用
書
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
わ
が
国
初
め
て
の
本
で
あ
る
と
思
う
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
巻
に
収
録
し
て
い
る
三
冊
の
本
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
領
域
の
先
駆
的
業
績
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
三
冊
の
本
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
『
仏
教
心
理
学
』
の
考
え
方
は
、
『
心
理
療
法
』
や
『
新
記
憶
術
』
に
含
ま
れ
て
い
る
失
念
術

に
影
響
を
与
え
て
お
り
、
失
念
術
の
考
え
方
は
、
『
心
理
療
法
』
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
し
か
も
『
仏
教
心
理
学
』
は
、
仏
教
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
捌

う
悟
り
と
救
済
と
い
う
実
践
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
「
仏
教
心
理
学
」
は
応
用
心
理
学
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。



つ
ぎ
に
、
収
録
し
た
三
冊
の
本
に
つ
い
て
、
解
説
を
述
べ
よ
う
と
思
う
。
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仏
教
心
理
学

　
仏
教
に
お
け
る
心
理
に
関
す
る
諸
説
を
、
西
欧
で
発
達
し
た
科
学
的
な
心
理
学
と
比
較
し
て
評
論
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
に

く
わ
し
く
、
心
理
学
の
知
識
が
な
い
と
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
井
上
円
了
は
、
こ
の
両
面
の
教
養
が
あ
り
、
そ
の
比
較
研

究
を
「
仏
教
心
理
学
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
本
書
は
、
明
治
三
〇
年
に
哲
学
館
（
東
洋
大
学
の
前
身
）
の
講
義
録
と
し
て
公
刊
さ
れ

て
い
る
。
本
書
は
小
冊
子
と
い
え
ど
も
、
仏
教
の
心
理
説
を
心
理
学
で
解
説
し
よ
う
と
す
る
困
難
な
仕
事
を
あ
え
て
行
っ
た
、
先
駆

的
な
業
績
で
あ
る
。
こ
の
本
が
出
た
明
治
三
〇
年
に
、
日
本
心
理
学
の
創
設
者
で
あ
る
元
良
勇
次
郎
が
東
京
大
学
で
心
理
学
実
験
室

を
つ
く
る
計
画
を
た
て
て
い
る
。
元
良
は
後
に
禅
に
つ
い
て
の
心
理
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
東
洋
大
学
学
長
に
な
っ
た
心
理

学
者
の
佐
久
間
鼎
が
、
禅
の
脳
波
的
研
究
を
予
見
さ
れ
、
後
に
な
っ
て
東
京
大
学
の
精
神
医
学
の
平
井
富
雄
が
、
そ
れ
を
実
証
的
に

証
明
し
て
い
る
。
昭
和
三
六
、
三
七
年
度
の
文
部
省
総
合
研
究
「
禅
の
医
学
的
心
理
学
的
研
究
」
で
は
、
佐
久
間
が
班
長
を
つ
と
め

て
、
世
界
で
初
め
て
の
禅
の
総
合
的
科
学
研
究
を
行
っ
た
が
、
こ
の
研
究
で
は
筆
者
も
佐
久
間
の
指
導
の
も
と
に
、
「
禅
と
創
造
性
」

の
研
究
を
始
め
、
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
の
井
上
の
「
仏
教
心
理
学
」
は
、
黒
田
亮
の
「
唯
識
心
理
学
」
の
先
駆
的
研
究
と
な

っ
て
い
る
。

　
本
書
の
内
容
は
、
総
論
、
分
類
論
、
外
界
論
、
覚
官
論
、
意
識
論
、
感
覚
論
、
想
像
論
、
思
想
論
、
智
力
論
、
情
緒
論
、
意
志
論
、

心
体
論
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
井
上
の
仏
教
心
理
学
は
、
仏
教
の
心
理
説
で
あ
る
『
倶
舎
論
』
や
『
唯
識
論
』
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
と
西
欧
の
心
理
学
と
比
較
考



説解

察
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
中
に
心
理
学
の
用
語
と
し
て
、
視
覚
で
は
筋
覚
、
嗅
覚
で
肺
覚
、
ま
た
味
覚
に
胃
覚
と
い
っ
た
、
あ

ま
り
見
か
け
な
い
こ
と
ば
が
出
て
く
る
が
、
当
時
は
新
し
い
心
理
学
で
も
、
今
日
で
は
古
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
や
む
を
え
な
い
と

思
う
。
し
か
し
大
体
そ
の
要
点
を
押
さ
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　
仏
教
の
心
理
学
（
こ
の
場
合
心
理
説
）
と
西
欧
の
心
理
学
と
の
異
同
を
論
じ
て
、
西
欧
の
心
理
学
は
、
実
験
研
究
に
基
づ
い
て
お

り
、
確
実
で
あ
る
が
、
仏
教
の
心
理
学
は
、
世
俗
的
で
、
不
確
実
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
、
自
ら
つ
ぎ
の
よ
う
に
答
え

て
い
る
。
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
目
的
が
ち
が
う
か
ら
だ
と
す
る
。
す
な
わ
ち
西
欧
の
心
理
学
は
、
学
理
を
究
明
す
る
の
に
対
し
、
仏
教

の
心
理
学
は
、
そ
の
目
的
が
、
宗
教
に
あ
り
、
人
を
し
て
転
迷
開
悟
、
安
心
立
命
せ
し
め
る
に
あ
り
、
ま
た
仏
教
は
心
理
を
階
梯
と

し
て
、
浬
藥
の
頂
上
に
達
し
よ
う
と
す
る
に
あ
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
仏
教
心
理
学
を
理
解
す
る
の
に
重
要
な

知
見
で
あ
る
と
思
う
。

　
井
上
は
、
末
那
識
・
阿
頼
耶
識
は
、
思
想
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、
思
想
論
の
中
で
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
最
近
の
心
理
学
で
、

意
識
の
問
題
と
し
て
、
注
目
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
比
較
研
究
を
密
に
行
う
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　
睡
眠
、
夢
に
つ
い
て
も
く
わ
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
意
識
の
問
題
と
し
て
、
最
近
の
心
理
学
で
、
生
理
的
心
理
学
、

臨
床
心
理
学
、
医
学
で
は
、
精
神
生
理
学
の
実
証
的
研
究
が
つ
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

　
仏
教
の
心
理
学
は
、
主
観
の
面
で
は
、
大
い
に
取
る
べ
き
点
が
あ
る
が
、
客
観
の
面
で
は
、
極
め
て
お
お
ざ
っ
ぱ
で
あ
る
と
い
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
仏
教
の
心
理
説
は
、
時
々
憶
測
の
域
を
脱
せ
ず
、
事
実
に
合
わ
な
い
。
そ
の
点
西
欧
の
心
理
学
は
、
仏
教
の
そ
れ

よ
り
も
、
く
わ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
正
し
い
洞
察
を
示
し
て
い
る
と
思
う
。

　
意
識
の
中
で
は
、
定
中
意
識
が
大
切
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
夢
中
意
識
す
な
わ
ち
夢
の
意
識
を
克
明
に
分
析
し
て
い
る
。
仏
書
の
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中
か
ら
夢
の
例
が
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
ユ
ン
グ
（
」
已
昌
o
q
、
O
°
（
｝
°
）
、
フ
ロ
イ
ト
（
写
2
臼
。
力
゜
）
な
ど
の
精
神
分
析
の
夢
の

解
釈
と
比
較
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
夢
に
つ
い
て
は
、
井
上
の
『
妖
怪
学
講
義
』
の
心
理
学
部
門
に
く
わ
し
く
、
一
読
を
す
す
め
る
。

　
唯
識
論
は
、
単
に
心
理
説
に
と
ど
ま
ら
ず
、
哲
学
思
想
が
背
景
に
あ
る
。
こ
こ
で
井
上
は
、
そ
の
該
博
な
る
知
識
を
も
っ
て
、
西

洋
哲
学
の
思
想
と
仏
教
の
思
想
と
の
比
較
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
大
切
な
視
点
で
あ
る
。
そ
の
点
仏
教
心
理
学
は
、
あ
る
意

味
で
哲
学
的
心
理
学
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。

　
仏
教
は
イ
ン
ド
に
生
ま
れ
、
中
国
を
へ
て
、
日
本
に
入
っ
て
き
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
の
国
も
実
験
科
学
の
発
達
を
見
な
か
っ
た
の

で
、
そ
の
論
証
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
仏
教
は
高
度
の
真
理
を
示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
論
証
、
検
証
は

十
分
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
井
上
は
、
仏
教
は
実
験
科
学
に
よ
っ
て
裏
付
け
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
最
近
よ
う
や
く
禅
の

生
理
学
的
、
医
学
的
、
心
理
学
的
研
究
が
可
能
に
な
り
、
そ
の
成
果
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
井
上
の
提
案
が
今
日
に
い

た
っ
て
実
現
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
感
慨
無
量
な
る
も
の
が
あ
る
。

　
智
力
論
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
般
若
の
知
慧
の
問
題
で
あ
る
が
、
心
理
学
で
い
う
と
、
知
能
に
相
当
し
よ
う
。

ま
た
創
造
性
も
こ
の
中
に
入
る
で
あ
ろ
う
。
仏
と
は
、
知
慧
を
開
発
し
、
衆
生
済
度
の
慈
悲
を
円
満
に
か
ね
そ
な
え
て
い
る
も
の
を

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
と
こ
ろ
は
、
も
っ
と
井
上
の
議
論
を
聞
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
情
緒
論
は
、
い
わ
ゆ
る
煩
悩
論
で
、
仏
教
で
は
か
な
り
く
わ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
心
理
学
も
こ
の
面
は
か
な
り
く
わ
し
い
の
で
、

煩
悩
論
を
心
理
学
の
知
識
で
整
理
す
る
と
、
も
っ
と
は
っ
き
り
す
る
で
あ
ろ
う
。
煩
悩
論
は
、
仏
性
論
と
裏
腹
を
な
す
も
の
で
、
仏

性
論
を
本
質
と
す
れ
ば
、
煩
悩
論
は
、
現
象
界
で
の
因
果
律
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
、
科
学
的
に
十
分
に
解
明
し
う
る
も
の
で

あ
る
。
思
う
に
、
仏
教
の
煩
悩
論
は
、
西
欧
の
心
理
学
か
ら
欲
求
や
感
情
の
問
題
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
が
、
他
方
心
理
学
は
、
仏
教
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の
仏
性
論
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
西
欧
の
学
者
で
は
、
マ
ズ
ロ
ー
（
一
≦
①
ω
一
〇
≦
一
》
°
＝
°
）
や
フ
ロ
ム
（
印
o
ヨ
員
国
゜
）
な

ど
は
、
仏
教
と
く
に
禅
の
思
想
を
と
り
入
れ
て
い
る
。

　
最
後
に
心
体
論
で
は
、
心
・
　
心
・
真
如
、
こ
れ
は
仏
性
と
も
真
の
自
己
と
も
い
う
が
、
真
如
門
（
本
質
世
界
、
実
相
論
）
と
生

滅
門
（
現
象
世
界
、
縁
起
論
）
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
二
つ
は
、
同
体
不
二
な
も
の
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
わ

れ
わ
れ
は
本
有
の
仏
性
を
具
え
て
い
る
が
、
こ
れ
に
気
づ
き
こ
れ
を
開
発
す
る
こ
と
に
、
仏
教
の
特
徴
が
あ
る
。
井
上
は
こ
の
一
心

（
仏
性
）
の
妙
用
（
す
ぐ
れ
た
働
き
）
を
仏
書
か
ら
引
用
し
て
、
そ
の
一
心
の
す
ば
ら
し
い
働
き
を
味
わ
う
こ
と
を
す
す
め
て
い
る
。

　
な
お
、
同
書
中
の
専
門
用
語
や
経
典
に
つ
い
て
は
、
井
上
円
了
『
新
校
・
仏
教
心
理
学
』
（
群
書
、
一
九
八
二
年
）
を
参
照
し
て
い

た
だ
き
た
い
。

　
　
　
　
　
心
理
療
法

　
　
　
井
上
は
明
治
三
七
年
に
『
心
理
療
法
』
（
南
江
堂
書
店
）
と
い
う
、
心
理
学
の
み
な
ら
ず
、
精
神
医
学
の
分
野
か
ら
み
て
も
、
わ
が

　
　
国
に
お
け
る
は
じ
め
て
の
本
を
出
し
て
い
る
。
井
上
は
す
べ
て
の
病
気
に
心
理
療
法
が
必
要
な
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
い
の
な
い
こ

　
　
と
で
あ
る
。
今
、
そ
の
理
由
を
広
く
世
人
に
知
ら
せ
る
た
め
に
本
書
を
出
版
し
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
『
心
理
療
法
』
が
出

　
　
版
さ
れ
た
こ
ろ
は
、
催
眠
の
方
法
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
精
神
分
析
の
方
法
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
本
書
の
思
想
体
系
と
し
て
、
仏

　
　
教
↓
哲
学
↓
東
西
の
医
学
↓
心
理
学
↓
心
理
療
法
と
い
う
経
緯
の
も
と
に
「
心
理
療
法
」
が
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
本
は
ま
さ
し
く

説　
　
心
理
学
の
応
用
と
し
て
の
「
心
理
療
法
」
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
思
想
背
景
に
仏
教
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

解　
　
　
本
書
の
内
容
は
、
身
心
二
面
論
、
内
外
二
科
論
、
イ
ン
ド
医
法
論
、
シ
ナ
医
法
論
、
西
洋
医
法
論
、
巫
医
関
係
論
、
身
心
関
係
論
、
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精
神
起
病
論
、
精
神
治
病
論
（
一
、
二
）
、
心
理
療
法
論
（
一
、
二
）
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
以
下
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
捌

よ
う
。

　
井
上
は
自
然
に
ま
か
せ
て
治
癒
を
待
つ
の
を
自
然
療
法
と
い
い
、
信
頼
祈
念
に
よ
っ
て
治
療
を
望
む
の
を
信
仰
療
法
と
い
い
、
こ

れ
を
合
わ
せ
て
心
理
療
法
と
名
付
け
て
い
る
。
井
上
は
当
時
の
催
眠
術
が
難
病
を
治
療
し
て
い
る
事
実
を
み
て
、
そ
の
治
療
機
制
が

医
学
的
に
十
分
説
明
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
す
て
る
べ
き
で
は
な
い
。
治
癒
す
べ
き
理
由
が
必
ず
あ
る
は
ず
だ
。
更
に
研
究
す

べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
、
は
じ
め
催
眠
法
を
用
い
て
い
た
が
、
そ
の
適
用
に
困
難
が
生
じ
た
の
で
精
神
分
析
を

生
み
出
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
種
々
の
心
理
療
法
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
ろ
ま
だ
時
期
が
早
す
ぎ
て
、
井
上
は
こ
の
心
理

療
法
の
発
展
を
知
ら
な
い
。

　
井
上
は
一
切
の
疾
患
は
、
身
心
相
関
の
上
に
現
れ
る
が
、
そ
の
原
因
は
身
体
か
ら
生
ず
る
も
の
と
心
か
ら
生
ず
る
も
の
が
あ
る
。

そ
こ
で
身
体
の
ほ
う
か
ら
治
療
を
行
う
の
を
身
的
療
法
ま
た
は
生
理
療
法
と
名
付
け
、
心
の
ほ
う
か
ら
治
療
を
行
う
の
を
心
的
療
法

ま
た
は
心
理
療
法
と
名
付
け
て
い
る
。
今
日
精
神
科
医
の
多
く
は
、
「
精
神
療
法
」
と
呼
び
、
心
理
学
者
は
「
心
理
療
法
」
と
呼
ん
で

い
る
。
井
上
は
心
理
療
法
は
応
用
心
理
学
の
一
種
と
い
っ
て
い
る
が
、
心
理
学
の
応
用
と
し
て
心
理
療
法
と
名
付
け
て
い
る
点
、
心

理
療
法
の
最
初
の
名
付
け
親
と
も
い
え
よ
う
。
井
上
は
心
身
関
係
に
つ
い
て
、
人
は
身
体
と
心
の
両
方
か
ら
成
り
、
身
体
の
病
気
は

必
ず
心
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
苦
悩
や
心
配
は
、
必
ず
内
面
化
し
て
身
体
の
疾
患
が
生
ず
る
と
い
う
心
身
相
関
の
事
実
を
指
摘
し
て
い

る
。
井
上
は
あ
る
青
年
が
風
邪
を
ひ
い
て
医
師
か
ら
肺
結
核
と
診
断
さ
れ
、
そ
の
た
め
病
状
が
悪
化
し
、
医
師
を
代
え
て
診
察
を
受

け
、
な
ん
で
も
な
い
と
い
わ
れ
、
快
復
し
た
と
い
う
事
例
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
医
師
の
こ
と
ば
か
ら
暗
示
を
受
け
て
身
体
疾
患

を
起
こ
し
た
医
原
病
の
例
で
あ
る
。
ま
た
医
学
で
は
、
力
の
及
ぶ
限
り
生
理
療
法
を
つ
く
し
て
、
同
時
に
心
の
中
で
自
然
に
ま
か
せ



説解

る
と
い
う
心
が
け
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
井
上
は
こ
れ
を
心
理
療
法
の
本
意
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
考
え
は
、
現
代
の

精
神
医
学
、
心
身
医
学
に
通
ず
る
見
方
で
あ
る
。

　
心
理
療
法
に
は
、
自
療
法
と
他
療
法
が
あ
る
と
い
っ
て
、
自
己
治
療
法
と
他
者
治
療
法
の
二
種
に
分
け
て
い
る
。
他
療
法
に
は
、

催
眠
法
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
自
療
法
は
、
信
仰
法
と
観
察
法
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
自
他
の
別
が
あ
る
。
信
仰
法
に
は
自
信
法
と
他

信
法
が
あ
る
。
自
信
法
は
自
ら
こ
の
病
気
は
必
ず
よ
く
な
る
と
信
ず
る
こ
と
、
他
信
法
は
、
神
仏
を
信
じ
、
医
師
や
祖
師
を
信
頼
し
、

薬
を
信
ず
れ
ば
、
病
気
は
よ
く
な
る
と
信
ず
る
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
自
信
は
、
本
人
が
自
己
治
癒
力
を
信
ず
る
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
は
心
理
療
法
の
実
施
の
基
本
的
条
件
で
あ
る
。
観
察
法
に
は
、
自
観
法
と
他
観
法
と
が
あ
る
。
自
観
法
は
人
為
的
自

観
法
と
自
然
的
自
観
法
に
分
け
ら
れ
る
。
人
為
的
自
観
法
は
、
自
己
の
心
を
反
省
し
て
種
々
の
観
念
を
つ
く
る
、
自
己
の
心
を
統
制

す
る
、
想
像
力
に
よ
っ
て
回
復
を
求
め
る
、
論
理
的
に
考
え
て
、
病
念
を
消
し
、
病
苦
を
除
く
、
悟
り
に
よ
っ
て
苦
痛
の
境
涯
を
脱

却
す
る
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
自
然
的
自
観
法
と
は
、
人
の
生
死
や
疾
患
は
、
人
間
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
悟
り
、
自
然

に
ま
か
せ
る
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。
井
上
は
人
は
病
気
を
観
察
す
る
上
で
、
一
方
に
お
い
て
は
人
為
を
も
っ
て
治
療
で
き
る
と
信

ず
る
と
同
時
に
、
自
然
に
ま
か
せ
る
覚
悟
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
然
に
ま
か
せ
れ
ば
、
自
然
の
力
に
よ
っ
て
治
癒
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
を
あ
ま
り
人
為
に
か
た
よ
る
と
き
は
、
か
え
っ
て
自
然
の
治
療
を
妨
げ
る
よ
う
に
な
る
。
だ
か
ら
心
理
療
法
の
帰
結
す

る
と
こ
ろ
は
、
自
然
に
ま
か
せ
る
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
自
観
法
は
、
自
己
が
体
験
す
る
事
実
を
観
察
し
、
受
容
す
る
方
法

で
、
最
近
の
心
理
療
法
で
注
目
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
人
為
的
自
観
法
と
し
て
、
森
田
療
法
、
吉
本
伊
信
の
内
観
法
、
禅
や
ヨ

ー
ガ
の
瞑
想
法
、
自
律
訓
練
法
、
フ
ォ
ー
カ
シ
ン
グ
（
ウ
o
o
已
゜
。
日
ぬ
）
な
ど
は
、
種
々
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
う
欲
求
、
感
情
や
緊
張
を
浄
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化
し
、
解
消
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
治
癒
力
を
開
発
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
人
為
的
自
観
法
も
、
自
然
的



自
観
法
が
基
本
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
然
的
自
観
法
の
よ
う
な
見
方
は
、
東
洋
的
な
心
理
療
法
と
し
て
、
西
欧
の
心
理
療
法
に

著
し
く
影
響
を
与
え
て
い
る
。
井
上
は
仏
教
に
く
わ
し
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
観
法
は
、
こ
れ
か
ら
の
心
理
療
法
の
発
展
の
方
向
を
示

唆
し
て
い
る
と
思
う
。
野
村
章
恒
（
『
森
田
正
馬
評
伝
』
白
揚
社
、
昭
和
四
九
年
）
は
、
森
田
正
馬
（
一
゜
。
吉
～
一
q
⊃
ω
。
。
）
は
、
井
上
円
了

の
『
妖
怪
学
講
義
』
と
、
こ
の
『
心
理
療
法
』
を
読
ん
だ
こ
と
で
、
精
神
療
法
を
大
学
院
で
の
研
究
テ
ー
マ
に
選
択
す
る
の
に
影
響

を
受
け
た
と
推
察
し
て
い
る
。
森
田
療
法
で
い
う
「
あ
る
が
ま
ま
」
と
い
う
態
度
は
、
井
上
の
い
う
自
然
療
法
、
ま
た
は
自
然
的
自

観
法
の
考
え
か
ら
少
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
他
観
法
は
、
他
の
事
物
を
観
察
し
て
、
病
気
の
観
念
や
苦
悩
を
な
く
す
方
法
で
、
旅
行
や
転
地
し
て
自
然
に
病
気
の
苦
悩

が
消
え
る
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
井
上
は
心
理
療
法
を
提
唱
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
医
師
の
生
理
療
法
を
排
斥
す
る
の
で
は
な
い
。
も
と
よ

り
生
理
療
法
は
、
す
べ
て
の
病
気
に
必
要
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
同
時
に
心
理
療
法
も
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
生
理
療
法
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
補
助
す
る
も
の
と
し
て
心
理
療
法
を
用
い
る
べ

き
だ
と
い
っ
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
わ
が
国
に
お
け
る
心
理
療
法
（
精
神
療
法
）
の
発
展
の
歴
史
に
つ
い
て
若
干
ふ
れ
て
み
た
い
。
わ
が
国
で
精
神
療
法
が
確

立
さ
れ
た
の
は
、
ク
レ
ペ
リ
ン
（
×
日
8
9
P
国
二
。
。
O
O
～
お
N
Φ
）
の
ド
イ
ツ
精
神
医
学
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。

『
改
訂
増
補
日
本
精
神
医
学
年
表
』
（
金
子
準
二
他
、
牧
野
出
版
、
一
九
八
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
明
治
一
六
年
の
ク
レ
ペ
リ
ン
『
精
神

病
学
提
要
』
に
始
ま
っ
て
、
井
上
が
二
、
三
の
洋
書
と
と
も
に
『
妖
怪
学
講
義
』
に
参
考
に
し
た
江
口
裏
（
シ
ュ
ウ
レ
の
著
訳
）
『
精

神
病
学
』
（
明
治
一
九
年
）
以
降
、
明
治
三
七
年
井
上
円
了
『
心
理
療
法
』
（
南
江
堂
書
店
）
が
出
版
さ
れ
る
ま
で
、
「
精
神
療
法
（
心
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理
療
法
）
」
と
名
付
け
ら
れ
た
著
書
は
出
版
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ぎ
に
森
田
正
馬
『
精
神
療
法
講
義
』
（
日
本
変
態
心
理
学
会
、
大
正

　
　
一
〇
年
）
に
森
田
が
参
考
書
と
し
て
あ
げ
て
い
る
も
の
は
、
外
国
の
も
の
で
は
レ
ー
ヴ
ェ
ン
フ
ェ
ル
ト
（
［
α
ゼ
＜
⑦
白
｛
O
一
鮎
）
『
精
神
療
法

　
　
総
論
』
（
一
八
九
七
年
）
、
チ
ー
ヘ
ン
（
N
｛
。
古
①
コ
）
『
精
神
療
法
』
（
一
八
九
八
年
）
、
モ
ー
ル
（
呂
o
宮
）
『
精
神
療
法
』
（
一
九
一
〇
年
）
、

　
　
ヴ
ェ
ラ
グ
ー
ト
（
＞
o
日
ぴ
q
⊆
穿
）
『
精
神
療
法
』
（
　
九
一
一
年
）
、
モ
ル
（
ζ
○
＝
）
『
精
神
療
法
』
（
一
九
一
二
年
）
を
あ
げ
、
日
本
の

　
　
も
の
で
は
井
上
円
了
『
心
理
療
法
』
（
一
九
〇
四
年
、
明
治
三
七
年
）
、
石
川
貞
吉
『
精
神
療
法
学
』
（
一
九
一
〇
年
、
明
治
四
三
年
）
、

　
　
呉
秀
三
『
精
神
療
法
』
（
一
九
一
六
年
、
大
正
五
年
）
を
あ
げ
て
い
る
。

　
　
　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
井
上
の
『
心
理
療
法
』
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
心
理
療
法
（
精
神
療
法
）
の
最
初
の
先
駆
的
な
著
書
で
あ
る

　
　
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
心
理
学
を
心
身
の
治
療
に
応
用
し
よ
う
と
い
う
は
っ
き
り
し
た
意
図
で
、
心
理
療
法
と
名
付
け
て
い
る
点
で

　
　
注
目
に
値
す
る
と
思
う
。

　
　
　
現
代
の
医
学
や
心
理
学
、
そ
の
他
の
科
学
の
発
達
か
ら
み
る
と
、
井
上
の
考
え
の
な
か
に
は
、
間
違
っ
て
い
る
こ
と
、
不
十
分
な

　
　
こ
と
や
独
断
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
視
野
の
広
い
こ
と
、
洞
察
力
の
鋭
い
こ
と
、
新
し

　
　
い
ア
イ
デ
ア
を
出
し
て
、
新
し
い
活
動
を
積
極
的
に
や
っ
た
こ
と
な
ど
、
そ
の
意
味
で
は
、
井
上
は
明
治
、
大
正
を
通
し
て
、
心
理

　
　
療
法
（
精
神
療
法
）
の
発
達
の
歴
史
の
な
か
で
、
先
駆
者
の
一
人
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
な
お
『
心
理
療
法
』
の
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
井
上
円
了
『
新
校
・
心
理
療
法
』
（
群
書
、
一
九
八
八
年
）
の
筆
者
の
解
説
を
参

　
　
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
『
心
理
療
法
』
の
史
的
意
義
と
く
に
森
田
正
馬
の
森
田
療
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
板
倉
聖
宣
の

説　
　
示
唆
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
板
倉
聖
宣
「
妖
怪
博
士
・
井
上
円
了
と
妖
怪
学
の
展
開
」
（
そ
の
2
）
（
『
仮

解　
　
設
実
験
授
業
研
究
』
第
一
二
集
、
仮
設
社
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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活
用
自
在
新
記
憶
術

　
井
上
円
了
は
、
真
理
を
探
究
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
を
日
常
生
活
に
役
立
た
せ
る
学
問
の
応
用
を
重
視
し
た
。
た
と
え
ば
、
心

理
学
の
日
常
生
活
へ
の
応
用
を
重
視
し
、
応
用
心
理
学
を
自
ら
講
じ
た
。
ま
た
社
会
に
役
立
つ
た
め
の
ハ
ウ
ツ
ー
も
の
と
し
て
、
一

八
九
四
年
に
出
さ
れ
た
の
が
井
上
の
『
記
憶
術
講
義
』
で
あ
る
と
思
う
。
そ
の
点
こ
の
本
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
心
理
学
に
基
づ
く

記
憶
術
の
本
と
し
て
は
、
初
期
の
も
の
に
属
す
る
古
典
的
な
も
の
で
あ
る
。
今
日
に
お
い
て
も
記
憶
法
な
る
実
用
書
が
た
く
さ
ん
出

て
い
る
。
更
に
一
八
九
五
年
に
『
失
念
術
講
義
』
を
書
い
て
、
記
憶
力
を
促
進
す
る
に
は
、
失
念
術
を
体
得
す
る
こ
と
を
す
す
め
て

い
る
。
す
な
わ
ち
記
憶
を
さ
ま
た
げ
る
も
の
を
除
く
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
失
念
術
を
記
憶
術
の
中
に
入
れ
た
こ
と
は
、

非
常
に
独
創
的
で
あ
っ
て
、
今
日
に
お
い
て
そ
の
新
鮮
さ
は
目
立
っ
て
い
る
。

　
こ
の
失
念
術
す
な
わ
ち
忘
れ
方
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
今
日
実
用
書
が
出
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
渋
谷
昌
三
『
忘
れ
方
の
技
術
』

（
ご
ま
書
房
、
一
九
九
〇
年
）
が
あ
る
が
、
類
書
は
極
め
て
少
な
い
。
渋
谷
は
、
こ
れ
か
ら
の
情
報
が
氾
濫
す
る
社
会
で
は
、
記
憶

力
だ
け
で
な
く
、
忘
れ
る
力
が
大
事
で
、
と
く
に
新
し
い
発
想
を
行
う
に
は
、
不
要
な
も
の
を
捨
て
、
先
入
観
と
い
っ
た
こ
だ
わ
り

を
忘
れ
、
い
や
な
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
述
べ
て
い
る
。
実
は
こ
う
し
た
考
え
の
先
駆
的
な
発
想
が
、
井
上
の
本
に
見
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
に
述
べ
て
み
よ
う
。

　
井
上
は
、
一
九
一
七
年
、
さ
き
に
書
い
た
『
記
憶
術
講
義
』
と
『
失
念
術
講
義
』
を
組
み
合
わ
せ
、
『
新
記
憶
術
』
を
書
い
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
古
い
記
憶
を
除
去
し
て
新
し
い
記
憶
を
入
れ
換
え
る
の
だ
と
い
う
。
ま
た
こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
記
憶
力
よ
り

思
想
作
用
ま
た
は
道
理
作
用
（
思
考
力
の
こ
と
）
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
記
憶
は
思
想
力
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説解

の
基
礎
で
あ
る
。
種
々
の
観
念
を
整
理
し
、
配
列
し
、
ま
た
は
結
合
し
、
分
析
し
て
、
観
念
の
運
転
活
用
を
自
在
に
す
る
の
は
、
思

想
力
の
働
き
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
井
上
は
こ
れ
を
心
理
経
済
法
と
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ふ
つ
う
の
記
憶
を
と
り
除
き
、
有

益
な
記
憶
を
残
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
知
識
を
運
転
活
用
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
今
日
で
い
う
思
考
の
創
造
的
な
働
き
を
示
し
て
い

る
と
思
う
。
ま
た
す
で
に
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
が
頭
に
浮
か
ん
で
き
て
、
そ
れ
が
忘
れ
難
く
て
、
苦
し
ん
で
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。

そ
れ
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
精
神
的
に
楽
に
な
る
。
ま
た
小
さ
い
こ
と
が
気
に
か
か
り
、
大
事
な
こ
と
の
決
断
が
に
ぶ
り
、

十
分
に
考
え
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
失
念
術
が
重
要
に
な
る
と
い
う
。
こ
の
場
合
の
失
念
は
、
注
意
を
他
に
転
じ
、

不
必
要
な
観
念
が
意
識
面
に
浮
か
ば
な
い
こ
と
だ
と
い
う
。
こ
の
考
え
は
心
理
療
法
の
基
礎
的
な
考
え
方
に
な
っ
て
い
て
、
井
上
の

心
理
療
法
の
考
え
方
に
展
開
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
こ
の
新
記
憶
術
は
、
記
憶
力
を
高
め
る
の
み
な
ら
ず
、
創
造
性
を
育
て
る
こ
と
も
意
図
し
て
い
る
。
更
に
重
要
な
こ
と
は
、

心
理
療
法
の
基
礎
的
な
考
え
方
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
だ
。

　
本
書
の
内
容
は
、
総
論
、
迷
信
的
記
憶
術
、
通
俗
的
記
憶
術
、
方
術
的
記
憶
術
、
学
理
的
記
憶
術
、
新
案
的
記
憶
術
、
余
論
に
分

け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
井
上
は
当
時
の
人
々
は
、
記
憶
術
要
求
の
理
由
と
し
て
、
こ
つ
こ
つ
勉
強
し
て
学
習
す
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
簡
単
に
一
足
飛

び
に
大
智
者
、
大
学
者
に
な
り
た
い
と
い
う
欲
求
が
強
い
。
記
憶
力
を
促
進
す
る
こ
と
は
、
た
だ
一
撞
千
金
の
金
も
う
け
の
よ
う
に

は
い
か
な
い
と
い
ま
し
め
て
い
る
。

　
迷
信
的
記
憶
術
で
は
、
催
眠
術
に
よ
っ
て
記
憶
が
よ
く
な
る
と
盲
信
す
る
こ
と
は
よ
く
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
今
日
の
催
眠
法
の

暗
示
の
効
果
の
よ
う
に
、
記
憶
力
を
促
進
す
る
こ
と
が
か
な
り
確
か
め
ら
れ
て
い
る
が
、
井
上
が
い
う
よ
う
に
こ
れ
を
盲
信
す
る
こ
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と
は
問
題
が
あ
ろ
う
。

　
通
俗
的
記
憶
術
、
す
な
わ
ち
世
間
で
実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
記
憶
法
と
し
て
、
連
帯
法
、
付
加
法
、
仮
物
法
、
略
記
法
、
統
計

法
、
句
調
法
、
分
解
法
、
転
気
法
、
集
注
法
、
作
話
法
を
あ
げ
て
い
る
。
連
帯
法
と
は
、
一
つ
の
こ
と
を
記
憶
す
る
の
に
、
な
に
か

の
事
柄
を
連
帯
し
て
記
憶
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
日
で
い
う
連
合
法
、
連
想
法
と
い
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
略
記
法
は
、

文
句
、
語
句
を
省
略
し
て
記
憶
す
る
方
法
で
あ
る
。
例
え
ば
コ
、
二
、
三
」
を
「
ヒ
、
フ
、
ミ
」
と
読
む
よ
う
な
も
の
だ
。
こ
れ

は
今
日
で
も
電
話
番
号
を
覚
え
る
の
に
使
っ
て
い
る
。
転
気
法
は
、
記
憶
す
る
と
き
よ
り
も
、
覚
え
た
こ
と
を
思
い
出
す
と
き
に
、

気
を
転
じ
て
思
い
出
す
方
法
で
あ
る
。
た
と
え
ば
考
え
て
い
て
思
い
出
せ
な
い
と
き
に
、
庭
を
散
歩
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は

ア
イ
デ
ア
を
出
す
の
に
も
役
立
つ
。
集
注
法
と
は
、
い
わ
ゆ
る
注
意
集
中
法
、
精
神
集
中
法
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
今
日
で
も
記
憶

法
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
や
り
方
は
思
考
法
と
し
て
も
有
効
で
あ
る
。

　
方
術
的
記
憶
術
と
は
い
わ
ゆ
る
戦
略
的
記
憶
術
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
多
少
練
習
を
要
し
、
人
か
ら
指
導
を
受
け
る
べ
き
も
の

と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
接
続
法
、
寓
物
法
、
心
像
法
、
配
合
法
、
代
数
法
、
代
字
法
、
算
記
法
の
七
つ
の
方
法
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
接
続
法
は
、
な
ん
ら
連
絡
の
な
い
数
個
の
記
憶
す
べ
き
事
柄
を
順
序
ど
お
り
に
記
憶
す
る
場
合
、
一
つ
の
事
柄
と
他
の
事
柄
と
の

間
に
接
続
す
べ
き
他
の
事
柄
を
は
さ
ん
で
前
後
の
連
絡
を
図
る
方
法
で
あ
る
。
寓
物
法
は
、
自
分
の
最
も
よ
く
知
っ
て
い
る
も
の
、

た
と
え
ば
家
の
中
と
か
町
と
か
を
土
台
に
し
て
、
こ
れ
に
記
憶
し
よ
う
と
い
う
事
柄
を
結
び
つ
け
て
記
憶
す
る
方
法
で
あ
る
。
ま
た

心
像
法
は
、
イ
メ
ー
ジ
を
使
っ
て
、
そ
れ
に
あ
て
は
め
て
記
憶
す
る
方
法
で
、
今
日
で
も
接
続
法
、
寓
物
法
な
ど
と
組
み
合
わ
せ
て

や
っ
て
い
る
典
型
的
な
記
憶
法
で
あ
る
。

　
井
上
は
、
こ
の
方
術
的
記
憶
術
は
、
人
工
的
で
、
機
械
的
で
あ
る
か
ら
、
思
考
活
動
を
妨
げ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
記
憶
し
た
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説解

知
識
を
使
っ
て
思
想
を
生
み
出
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
こ
と
は
ま
さ
し
く
正
論
で
あ
る
と
思
う
。

　
つ
ぎ
に
学
理
的
記
憶
術
は
、
学
術
上
研
究
し
て
得
た
記
憶
法
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
心
理
学
的
事
実
や
法
則
に
基
づ

く
記
憶
法
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
身
体
上
の
注
意
、
精
神
上
の
注
意
、
心
身
相
関
上
の
注
意
を
あ
げ
て
い
る
。

　
身
体
上
の
注
意
と
し
て
は
、
ふ
だ
ん
健
康
に
注
意
し
、
体
力
や
脳
力
（
知
力
）
を
発
育
さ
せ
る
こ
と
、
適
度
の
睡
眠
を
と
る
こ
と
、

と
き
ど
き
休
息
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
精
神
上
の
注
意
と
し
て
は
、
感
覚
印
象
を
強
く
、
深
く
持
つ
こ
と
、
す
な
わ

ち
記
銘
を
し
っ
か
り
や
る
こ
と
、
記
憶
す
べ
き
事
柄
を
よ
く
認
識
す
る
こ
と
、
精
神
集
中
を
す
る
こ
と
、
対
象
に
興
味
を
持
つ
こ
と
、

イ
メ
ー
ジ
を
使
う
こ
と
、
反
復
練
習
を
す
る
こ
と
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
心
身
相
関
上
の
注
意
事
項
で
は
、
な
る
べ
く
静
か
な
場
所
、

夜
ま
わ
り
が
静
か
な
時
、
季
節
的
に
は
秋
の
よ
う
に
暖
か
い
時
よ
り
、
寒
さ
に
向
か
う
時
が
よ
い
と
い
う
。
ま
た
学
習
は
適
当
な
時

間
を
お
い
て
分
散
し
て
学
習
し
た
方
が
効
果
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
今
で
い
う
分
散
法
で
あ
る
。
ま
た
一
つ
の
こ
と
を
十
分
に
記

憶
し
て
か
ら
他
の
記
憶
に
移
る
と
よ
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
こ
と
に
専
心
し
て
十
分
に
記
銘
し
て
か
ら
、
他
の
こ
と
の

記
憶
に
進
め
ば
、
記
憶
の
干
渉
が
少
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
。
そ
の
点
学
生
に
は
多
読
よ
り
精
読
を
す
る
こ
と
を
す
す
め
て
い
る
。

　
最
後
の
新
案
的
記
憶
術
は
、
井
上
が
最
上
の
も
の
と
し
て
提
唱
し
て
い
る
記
憶
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
記
憶
術
に
失
念
術
を
結
び
つ

け
、
古
い
記
憶
を
除
く
と
、
新
し
い
記
憶
が
し
や
す
い
こ
と
、
更
に
思
考
力
を
促
進
す
る
の
だ
と
い
う
。
た
だ
し
こ
の
失
念
術
の
失

念
と
は
、
こ
と
ば
ど
お
り
の
失
念
で
は
な
く
、
意
向
（
注
意
）
を
転
ず
る
こ
と
で
、
す
な
わ
ち
注
意
を
他
の
対
象
に
移
し
、
分
散
さ

せ
る
こ
と
だ
と
い
う
。

　
失
念
術
は
、
物
理
的
方
法
と
心
理
的
方
法
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
物
理
的
失
念
術
と
は
、
身
体
の
運
動
、
血
液
の
循
環
、
衛
生
、

体
育
等
に
注
意
し
、
身
体
の
健
康
を
は
か
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
精
神
の
健
康
を
は
か
り
、
精
神
の
憂
苦
を
消
失
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
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こ
の
こ
と
は
結
局
心
理
的
失
念
術
に
つ
な
が
る
。

　
心
理
的
失
念
術
は
、
感
覚
的
失
念
術
と
思
想
的
失
念
術
に
分
け
ら
れ
る
。
感
覚
的
失
念
術
は
、
感
覚
の
対
象
へ
の
注
意
を
外
界
の

事
物
に
移
し
、
失
念
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
。
た
と
え
ば
美
し
い
も
の
を
見
、
美
し
い
音
楽
を
聴
き
、
温
湯
に
浴
し
、
い
い
香
り
を
か

ぎ
、
う
ま
い
も
の
を
た
べ
、
適
切
な
運
動
を
す
る
の
が
よ
い
と
い
う
。

　
思
想
的
失
念
術
は
、
昔
の
楽
し
い
こ
と
を
思
い
出
し
、
ま
だ
経
験
し
て
い
な
い
楽
し
い
世
界
を
想
像
し
、
創
意
工
夫
、
発
明
を
行

い
、
老
子
や
荘
子
の
無
為
自
然
を
楽
し
み
、
仏
教
の
解
脱
を
は
か
り
、
ま
た
坐
禅
を
し
た
り
、
神
仏
に
祈
っ
て
安
心
を
う
る
な
ど
で

あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
心
の
憂
苦
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

　
ま
た
感
覚
と
思
想
と
組
み
合
わ
せ
た
失
念
術
と
し
て
、
美
術
的
失
念
術
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
ゲ
ー

ム
、
ス
ポ
ー
ツ
、
絵
画
、
音
楽
、
園
芸
な
ど
も
含
む
も
の
で
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
失
念
術
と
い
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま

た
失
念
術
の
別
法
と
し
て
つ
ぎ
の
方
法
を
あ
げ
て
い
る
。
静
か
な
所
に
い
る
と
、
精
神
が
一
点
に
集
中
し
て
、
失
念
の
妨
げ
に
な
る
。

そ
こ
で
身
を
忙
し
い
状
態
に
お
い
た
方
が
、
か
え
っ
て
憂
苦
を
忘
れ
る
の
に
役
立
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
今
ま
で
あ
げ
た
も
の
は
正
式
的
失
念
術
と
し
て
、
更
に
そ
の
ほ
か
の
変
式
的
失
念
術
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
智
力
（
知
性
）
の

作
用
に
よ
る
智
力
的
失
念
術
と
意
志
の
作
用
に
よ
る
意
力
的
失
念
術
に
分
け
ら
れ
る
。
智
力
的
失
念
術
は
、
哲
学
的
失
念
術
、
心
理

的
失
念
術
、
宗
教
的
失
念
術
、
お
よ
び
経
験
的
失
念
術
に
分
け
ら
れ
る
。
哲
学
的
失
念
術
は
、
非
合
理
的
な
論
理
や
思
考
を
合
理
的

な
論
理
や
思
考
に
変
え
る
こ
と
で
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
ア
ル
バ
ー
ト
・
エ
リ
ス
（
㌧
r
一
亘
⑦
「
⇔
国
▽
一
＝
ω
）
の
開
発
し
た
論
理
療
法
に
つ
な

が
る
も
の
が
あ
る
。
論
理
療
法
は
、
非
合
理
的
、
非
論
理
的
な
思
考
を
、
合
理
的
、
論
理
的
な
思
考
に
変
え
さ
せ
、
そ
れ
に
伴
う
自

分
の
感
情
や
行
動
を
変
え
て
自
己
実
現
を
は
か
る
心
理
療
法
で
あ
る
。
心
理
的
失
念
術
は
、
そ
の
一
つ
は
体
象
二
元
論
で
、
苦
楽
喜
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説解

憂
の
変
化
は
、
心
象
の
上
に
あ
る
だ
け
で
、
心
体
は
不
生
不
滅
で
、
生
死
や
幸
不
幸
の
た
め
に
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
信
じ
、

自
己
の
憂
苦
を
自
己
か
ら
離
し
て
見
て
、
心
頭
に
か
け
な
い
方
法
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
苦
楽
相
対
論
で
、
い
か
な
る
苦
患
も
久
し

く
そ
の
境
に
と
ど
ま
れ
ば
苦
患
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
受
容
と
い
う
こ
と
で
、
い
か
な
る
苦
悩
も
こ
れ
を
こ
の
ま
ま

で
い
い
の
だ
と
受
容
す
れ
ば
、
苦
悩
は
消
失
す
る
と
い
う
こ
と
に
相
当
し
よ
う
。

　
宗
教
的
失
念
術
は
、
宗
教
の
説
く
一
定
の
道
理
に
よ
っ
て
安
心
を
う
る
方
法
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
仏
教
の
因
縁
業
感
説
に
よ
り
、

一
切
の
不
幸
病
患
は
、
因
縁
に
よ
る
と
信
じ
て
あ
き
ら
め
る
こ
と
を
い
う
。
ま
た
儒
教
の
天
命
説
に
基
づ
い
て
、
人
生
の
吉
凶
禍
福

は
す
べ
て
天
命
天
運
の
し
か
ら
し
め
る
も
の
で
、
人
力
で
は
ど
う
に
も
で
き
な
い
こ
と
だ
と
信
じ
、
万
事
み
な
天
に
ま
か
せ
て
あ
き

ら
め
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
経
験
的
失
念
術
と
は
、
日
常
の
経
験
に
照
ら
し
て
、
苦
難
不
幸
を
事
実
の
上
か
ら
看
破
す
る
方
法

を
い
う
。
た
と
え
ば
、
自
分
の
不
幸
よ
り
も
っ
と
大
き
な
不
幸
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
自
己
の
不
幸
は
大
し
た
も
の
で
は
な
い
と
知

り
、
そ
の
心
を
慰
め
る
こ
と
、
こ
の
世
の
中
は
苦
労
が
多
い
の
は
当
然
な
こ
と
と
達
観
す
る
こ
と
、
ま
た
不
幸
の
後
に
は
幸
福
が
あ

り
、
今
日
の
不
幸
は
明
日
の
幸
福
の
前
提
で
あ
り
、
予
告
で
あ
る
と
信
じ
て
満
足
す
る
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。

　
最
後
の
余
論
で
は
、
井
上
は
哲
学
館
の
学
生
を
対
象
と
し
て
、
記
憶
力
検
査
を
実
施
し
て
、
そ
の
結
果
を
考
察
し
て
い
る
。
実
証

的
な
資
料
と
し
て
参
考
に
な
る
と
思
う
。

　
以
上
の
ご
と
く
、
井
上
は
失
念
術
を
記
憶
術
の
中
に
と
り
込
ん
で
体
系
的
に
整
理
し
て
い
る
。
そ
の
こ
ろ
に
お
い
て
も
社
会
で
は

記
憶
力
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
井
上
は
記
憶
術
よ
り
も
、
む
し
ろ
失
念
術
の
ほ
う
が
大
切
で
あ
る
と
問
題
提
起
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
ま
た
心
身
の
健
康
こ
そ
、
記
憶
に
と
っ
て
も
思
考
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
と
し
て
、
心
理
療
法
や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の

原
理
と
な
る
も
の
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
今
日
に
お
い
て
も
あ
て
は
ま
る
卓
見
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
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