
ブ
ッ
ダ
釈
尊
の
あ
る
所
説
に
は
、
一
切
法
は
無
自
性
な
ど
と
説
か
れ
、
ま
た
、
あ
る
所
説
に
は
、
五
穂
な
ど
の
自
性
が
あ
る
、
な
ど
と
説

か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
時
代
の
仏
教
の
思
想
状
況
に
あ
っ
て
、
二
様
の
教
言
の
あ
る
こ
と
が
「
解
深
密
経
」
で
は
提
起
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
唯
識
学
で
は
そ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
か
、
な
ど
の
思
索
を
通
じ
て
、
特
に
、
前
者
に
、
ブ
ッ
ダ
所
説
の
本
意
の

あ
る
こ
と
が
見
極
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
。
見
極
め
の
視
点
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
、
依
他
起
に
し
て
自
性
と
属
性
と
し
て
仮
説
さ
れ
た
遍
計

所
執
の
空
が
円
成
実
と
い
う
三
つ
の
現
生
存
の
重
層
的
な
実
存
と
も
言
え
る
三
性
の
世
界
が
基
本
と
し
て
確
か
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「
中
辺
分
別
論
」
の
冒
頭
の
所
説
に
よ
っ
て
も
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
唯
識
思
想
の
形
成
期
に
お
け
る

主
要
な
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
解
深
密
経
』
の
経
の
意
味
が
論
耆
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
吟
味
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
た
か
、
こ
こ
で
は
、
西
暦
一
四
・
五
世
紀
の
チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教
者
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
論
究
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
唯
識
所

説
の
基
本
と
さ
れ
る
諭
書
の
な
か
、
「
琉
伽
師
地
論
」
の
「
菩
薩
地
」
、
「
摂
決
択
分
」
、
「
大
乗
荘
厳
経
論
」
、
『
中
辺
分
別
論
」
を
中
心
に

し
て
概
述
し
、
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

「
菩
薩
地
一
の
所
説
と
し
て
は
、

唯
識
の
形
成
期
に
お
け
る
一
課
題

｜
「
菩
薩
地
」
の
所
説

片
野
道
雄
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仮
説
の
語
の
兆
相
な
る
依
事
で
あ
り
、
仮
説
の
語
の
兆
相
の
所
依
と
な
っ
て
お
り
、
言
説
を
離
れ
た
自
体
と
し
て
、
勝
義
と
し
て

実
に
あ
る
も
の
を
、
全
く
す
べ
て
の
場
合
に
無
い
と
い
う
よ
う
に
損
減
し
、
損
失
す
る
こ
の
二
つ
は
こ
れ
ら
教
法
や
律
を
破
壊
す
る

も
の
で
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
ｇ
白
目
＆
も
ｇ
」
路
‐
ロ
巴
」
巴

と
示
し
て
い
る
。
ツ
ォ
ン
ヵ
パ
が
解
説
す
る
よ
う
に
、
「
色
等
の
諸
法
や
色
等
の
事
物
」
は
遍
計
所
執
の
仮
説
さ
れ
る
所
依
を
、
ま
た
、

「
仮
説
の
語
の
自
性
」
は
仮
説
す
る
語
を
言
う
の
で
は
な
く
、
言
葉
に
よ
っ
て
仮
説
さ
れ
た
自
性
を
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
言
葉
に

よ
っ
て
仮
説
さ
れ
た
も
の
は
、
自
相
と
し
て
存
在
し
な
い
の
に
存
在
す
る
と
い
う
よ
う
に
執
着
す
る
の
が
増
益
で
あ
る
と
い
う
。
一
方
、

遍
計
所
執
の
仮
説
の
所
依
こ
そ
は
、
言
説
を
離
れ
た
方
軌
を
も
っ
て
勝
義
と
し
て
存
在
す
る
の
に
、
す
べ
て
の
場
合
に
存
在
し
な
い
と
捉

え
る
の
は
損
減
で
あ
る
、
と
せ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
、
遍
計
所
執
を
自
相
と
し
て
存
在
す
る
と
捉
え
る
の
は
増
益
と
し
て
説
か
れ
る
が
、

〔
か
く
の
ご
と
く
、
そ
れ
ら
諸
法
は
現
に
存
在
す
る
の
で
も
な
く
、
し
か
も
全
く
、
す
べ
て
の
場
合
に
存
在
し
な
い
の
で
も
な

い
。
〕
ど
の
よ
う
に
存
在
す
る
か
と
い
え
ば
、
実
に
、
有
で
な
い
も
の
を
〔
実
在
す
る
と
い
う
よ
う
に
〕
増
益
す
る
こ
と
に
執
着
し

な
く
、
捨
離
さ
れ
た
も
の
、
そ
し
て
、
実
に
有
な
る
も
の
を
〔
無
い
と
い
う
よ
う
に
〕
損
減
す
る
こ
と
に
執
持
し
な
く
、
捨
離
さ
れ

た
も
の
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
含
白
目
＆
も
ｇ
と
ｍ
４
ｂ
の
品
の
鞭
一
小
弓
》
閉
己
山
》
汁
月
ｇ
〕
畠
蟹
勗
‐
息
）

と
い
う
論
文
が
先
ず
注
意
さ
れ
る
。
真
実
の
究
明
と
し
て
無
自
性
の
所
説
の
本
意
が
解
明
さ
れ
る
行
き
方
に
あ
っ
て
、
実
在
し
な
い
の
に

存
在
す
る
と
い
う
誤
認
、
実
在
す
る
に
存
在
し
な
い
と
い
う
誤
認
、
す
な
わ
ち
、
増
益
と
損
減
と
の
捨
離
と
い
う
方
軌
に
よ
っ
て
確
か
め

ら
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
が
無
自
性
で
あ
る
と
提
起
せ
ら
る
と
き
、
そ
の
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
そ
の
よ
う

に
実
現
す
る
か
、
と
い
う
吟
味
が
要
請
せ
ら
れ
る
。
そ
の
増
益
と
損
減
に
つ
い
て
「
菩
薩
地
」
で
は
、
先
ず
、
増
益
と
い
う
点
で
、

色
等
の
諸
法
や
色
等
の
事
物
に
つ
い
て
、
仮
説
の
語
の
自
性
の
、
実
に
有
な
る
も
の
で
な
い
自
相
を
増
益
し
て
、
執
着
す
る
も
の

で
あ
、
リ
、
（
ｚ
・
己
昌
庁
＆
‐
・
ロ
ｇ
》
匡
思
ｌ
路
）

で
あ
り
、
（
ｚ
白
目
＆
・
も

さ
ら
に
は
、
損
減
に
つ
い
て
、
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勝
義
と
し
て
と
い
う
よ
う
に
言
葉
を
も
っ
て
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
自
相
と
し
て
存
在
す
る
と
き
、
勝
義
と
し
て
存
在
す
る
と

い
う
の
が
本
典
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
遍
計
所
執
が
勝
義
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
の
は
増
益
に
属
す
る
の
で
あ
る
、
と
も
ツ
ォ
ン
ヵ
パ

ま
た
、
『
解
深
密
経
」
の
な
か
に
、
遍
計
所
執
の
所
在
で
あ
る
行
の
兆
相
に
お
い
て
、
自
性
と
属
性
と
を
仮
説
す
る
所
依
は
依
他
起
と

し
て
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
「
菩
薩
地
」
に
よ
っ
て
、
仮
説
の
語
の
兆
相
な
る
所
依
は
勝
義
と
し
て
存
在
す
る
と
せ
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
が
勝
義
と
し
て
存
在
し
な
い
と
き
、
円
成
実
も
ま
た
勝
義
と
し
て
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
点
か
ら
、
依
他
起
と
円
成
実
の
両

者
に
つ
い
て
勝
義
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
唯
識
の
基
本
が
提
起
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
菩
薩
地
」
の
な
か
に
、

色
等
の
諸
法
の
事
態
な
る
ほ
ど
の
も
の
を
損
減
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
真
実
も
な
く
、
仮
説
も
ま
た
な
く
、
そ
れ
ら
両
者
（
依
他

起
と
円
成
実
）
と
も
に
理
に
相
応
し
な
い
の
で
あ
る
。
自
己
目
＆
〃
も
巴
こ
ふ
当
巳
の
品
の
］
抑
晋
司
ゞ
鵠
司
》
汁
同
ｇ
〉
怠
學
ｇ
‐
闇
）

と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
依
他
起
な
る
事
態
を
損
減
す
る
仕
方
は
、
言
説
と
し
て
存
在
し
な
い
と
か
、
一
般
的
に
存

在
し
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
し
て
、
勝
義
と
し
て
存
在
す
る
の
に
存
在
し
な
い
と
い
う
損
減
見
に
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
そ
れ
ら
増
益
と
損
減
と
の
見
解
を
否
定
す
る
仕
方
と
し
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
か
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、

増
益
は
如
何
な
る
法
に
つ
い
て
も
そ
れ
の
自
性
と
属
性
と
し
て
仮
説
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
れ
ら
は
勝
義
と
し

て
空
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
確
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
損
減
見
の
否
定
は
、
「
菩
薩
地
」
の
中
で
続
い
て
、

す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
色
等
の
諸
語
が
あ
る
と
き
、
プ
ド
ガ
ラ
の
仮
説
は
理
に
相
応
す
る
が
、
〔
そ
れ
が
〕
な
い
こ
と
に
な
れ
ば
、

事
態
を
離
れ
て
プ
ド
ガ
ラ
の
仮
説
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
、
色
等
の
諸
法
の
事
態
な
る
ほ
ど
の
も
の
が
あ
る
と
き
、
色
等
の
諸
法
の

仮
説
の
語
の
施
設
は
理
に
相
応
す
る
が
、
な
い
こ
と
に
な
れ
ば
、
事
態
を
離
れ
て
仮
説
の
語
を
も
っ
て
施
設
す
る
こ
と
が
な
い
。
そ

こ
で
、
仮
説
の
所
依
が
無
い
こ
と
に
な
れ
ば
、
所
依
を
離
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
仮
説
も
ま
た
無
い
こ
と
に
な
る
。
言

己
昌
＆
も
．
臼
』
匂
‐
Ｓ
ゞ
ロ
の
侭
の
鞭
雪
【
思
巴
‐
巴

は
説
明
し
て
い
る
。
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と
言
っ
て
、
損
減
見
が
斥
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
損
減
見
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
は
、
他
教
に
あ
る
の
で
な
く
、
自
部
に
属
す
る
の
で
４

あ
る
が
、
有
部
や
経
量
部
な
ど
に
お
い
て
は
名
称
と
か
慣
用
的
な
認
識
上
の
記
号
に
よ
っ
て
言
説
を
仮
説
す
る
そ
の
所
依
で
あ
る
、
色
等

の
事
態
は
自
相
と
し
て
無
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
な
い
。
そ
れ
ら
の
人
々
に
は
損
減
見
に
該
当
し
な
い
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
大
乗
の

学
説
を
語
る
人
々
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
諸
法
は
す
べ
て
の
場
合
、
自
相
を
も
っ
て
成
り
立
た
な
い
と
語
る
無
自
性
論
者
達
に
向
け
ら

れ
て
い
る
と
せ
ら
れ
る
。
事
態
な
る
ほ
ど
の
も
の
が
な
い
と
き
、
と
い
う
否
定
は
、
先
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
勝
義
と
し
て
ま
さ
に
存
在

す
る
も
の
の
事
態
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
否
定
で
あ
っ
て
、
こ
の
琉
伽
唯
識
の
立
場
と
し
て
は
、
遍
計
所
執
は
自
相
を
も
っ
て
成
り
立
つ

も
の
で
な
く
、
そ
れ
が
勝
義
と
し
て
存
在
し
な
い
と
い
っ
て
も
、
す
べ
て
の
場
合
に
無
と
す
べ
き
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

心
心
所
に
し
て
そ
れ
自
ら
の
因
縁
に
よ
っ
て
生
ず
る
依
他
起
の
世
界
は
、
そ
れ
自
ら
に
と
っ
て
自
相
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
と
し
て
生
起

す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
で
な
い
と
、
知
覚
の
迷
乱
す
る
こ
と
よ
り
生
ず
る
、
と
い
う
唯
仮
説
の
み
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。
即

ち
、
縄
を
蛇
と
し
て
執
着
す
る
迷
乱
の
側
面
と
し
て
は
、
縄
が
蛇
で
あ
る
の
に
、
一
般
に
縄
が
蛇
と
し
て
成
り
立
つ
こ
と
を
経
験
し
て
い

な
い
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
と
似
た
も
の
と
し
て
、
依
他
起
の
世
界
そ
れ
自
身
は
因
果
と
し
て
成
り
立
た
な
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ

う
に
承
認
し
て
も
、
善
悪
よ
り
楽
苦
の
生
ず
る
業
の
果
が
設
定
さ
れ
る
場
が
な
い
こ
と
に
な
る
と
言
う
。
仮
説
の
依
事
・
所
依
が
な
い
と

き
、
仮
説
も
ま
た
無
い
こ
と
に
な
っ
て
、
す
べ
て
の
存
在
（
一
切
法
）
は
た
だ
仮
説
の
み
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ
こ
そ
が
真
実
の
意
味
と

し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
の
二
つ
は
共
に
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
断
見
の
最
た
る
も
の
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
菩
薩
地
」
の
中
で
、

そ
れ
故
に
、
お
よ
そ
あ
る
者
は
、
大
乗
に
相
応
し
く
、
甚
深
な
る
空
性
に
相
応
し
い
、
密
意
の
意
味
が
示
さ
れ
て
い
る
、
知
り
が

た
い
諸
経
典
を
聞
い
て
、
所
説
の
意
味
を
如
実
に
知
る
こ
と
な
く
、
非
如
理
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
非
合
理
性
に
よ
っ
て

生
じ
た
論
究
の
み
を
も
っ
て
し
て
こ
れ
ら
す
べ
て
は
た
だ
仮
説
の
み
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
真
実
で
あ
る
、
誰
か

こ
の
よ
う
に
見
る
彼
の
も
の
は
正
し
く
見
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
そ
の
よ
う
に
見
て
、
か
く
の
ご
と
く
語
っ
て
い
る
。



究
寛
な
る
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
、

先
の
〔
有
な
る
〕
も
の
と
、

ま
る
そ
の
事
態
な
る
も
の
は
一

口
呉
庁
①
白
》
や
函
司
』
・
心
ｌ
・
ロ
の
吋
函
の
。
）

そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
増
益
の
極
論
が
断
ぜ
ら
れ
る
の
は
有
の
辺
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
し
て
損
減
の
極
論
が
断
ぜ
ら
れ
る
の
は

無
の
辺
が
断
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
た
、
二
と
し
て
無
と
い
う
こ
と
が
顕
わ
と
な
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
空
性
は
勝
義
の

こ
の
よ
う
に
考
察
さ
れ
る
な
ら
ば
、
お
よ
そ
或
る
と
こ
ろ
に
、
あ
る
も
の
が
無
い
と
き
、
前
者
、
あ
る
と
こ
ろ
は
後
者
あ
る
も
の
と
し

て
空
で
あ
り
、
否
定
さ
れ
て
後
も
余
れ
る
も
の
は
実
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
見
る
者
は
空
性
に
つ
い
て
顛
倒
す
る
こ
と
が

な
く
悟
入
す
る
の
で
あ
る
、
と
も
「
菩
薩
地
」
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

色
な
ど
の
事
態
が
そ
れ
ら
な
る
も
の
と
し
て
言
葉
に
よ
っ
て
概
念
設
定
し
た
自
体
と
し
て
は
空
と
い
う
の
は
、
前
者
の
言
葉
の
意
味
で

あ
り
、
余
れ
る
も
の
が
有
る
と
い
う
の
は
、
仮
説
の
依
事
で
あ
る
事
態
な
る
ほ
ど
の
も
の
や
唯
仮
説
は
有
る
と
い
う
よ
う
に
も
「
菩
薩

地
」
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
お
よ
そ
あ
る
も
の
が
空
で
あ
る
の
は
遍
計
所
執
で
あ
り
、
空
の
依
事
は
依
他
起
で
あ
り
、
前
者

の
遍
計
所
執
な
る
も
の
と
し
て
後
者
の
依
他
起
が
空
で
あ
る
と
い
う
空
は
円
成
実
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
三
性
の
世
界
・
実
存
が
要
請
せ
ら

と
説
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
。

れ
て
‐
く
る

彼
ら
に
と
っ
て
は
仮
説
の
所
依
な
る
ほ
ど
の
も
の
も
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
仮
説
そ
の
も
の
も
ま
た
、
全
く
す
べ
て

の
場
合
に
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
、
唯
仮
説
の
み
の
真
実
は
何
処
に
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
観

点
（
異
門
）
に
よ
っ
て
彼
ら
は
真
実
も
仮
説
も
そ
れ
ら
両
者
と
も
に
損
減
す
る
こ
と
に
な
る
。
仮
説
と
真
実
と
を
損
減
す
る
か
ら
、

無
と
い
う
見
解
の
最
た
る
者
で
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
自
白
目
＆
も
巴
』
巨
勗
‐
届
白
日
囲
鞭
戸
一
ご
也
曾
甲
巴

こ
の
無
な
る
も
の
と
の
両
者
の
有
、
無
か
ら
開
放
さ
れ
た
、
法
の
相
（
真
理
の
特
質
）
を
も
っ
て
収

一
と
し
て
無
で
あ
る
。
二
と
し
て
無
な
る
も
の
は
二
辺
を
断
じ
た
無
上
な
る
中
道
と
言
わ
れ
る
。
含

悲
雪
式
隠
呂
‐
・
汁
月
ｇ
・
島
国
）



云
々
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
二
諦
説
の
上
で
、
そ
の
論
駁
の
対
象
と
な
る
点
が
確
か
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
勝
義
な
る
も
の

が
問
わ
れ
た
の
は
、
勝
義
諦
の
特
徴
的
な
表
示
と
し
て
の
事
体
が
問
わ
れ
て
い
る
。
世
俗
な
る
も
の
が
問
わ
れ
た
の
も
ま
た
、
世
間
的
な

慣
用
と
し
て
の
有
な
る
点
で
の
そ
の
世
間
的
な
慣
用
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
世

俗
諦
と
い
う
お
よ
そ
そ
の
側
面
と
し
て
諦
（
真
理
）
を
建
て
る
世
俗
が
問
わ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
そ
の
廿
俗
の
理
解
に
対
す
る
否
定
の
仕
方
と
し
て
は
、
「
摂
決
択
分
」
に
、

彼
に
次
の
よ
う
に
語
る
。
自
性
と
し
て
そ
の
認
識
さ
れ
る
も
の
は
、
名
言
〔
分
別
〕
や
世
俗
の
因
よ
り
な
る
も
の
で
あ
る
と
認
め

と
い
う
よ
う
に
確
認
さ
れ
る
。

と
い
う
論
文
、
同
じ
く
そ
の
論
の
、

以
上
、
「
菩
薩
地
」
の
所
説
に
お
け
る
、
唯
識
思
想
形
成
の
主
要
な
課
題
を
考
察
し
た
。
更
に
ま
た
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
指
摘
す
る
「
摂

決
択
分
」
に
お
け
る
同
様
の
課
題
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
そ
こ
で
、
先
ず
、

あ
る
大
乗
者
の
な
か
に
、
自
ら
過
失
に
捉
ら
わ
れ
て
、
次
の
よ
う
に
、
世
俗
と
し
て
は
一
切
が
あ
り
、
勝
義
と
し
て
は
一
切
が
な

い
、
と
い
う
。
（
勺
⑦
置
侭
．
鞭
巴
巨
岸
駕
串
当
‐
騨
汁
Ｈ
ｇ
旬
届
冨
‐
ら

彼
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
、
御
身
ょ
、
勝
義
と
は
何
で
あ
り
、
世
俗
と
は
何
で
あ
る
か
と
語
る
。
そ
の
よ
う
に
問
わ
れ
た
と
き
、

も
し
次
の
よ
う
に
、
一
切
法
の
無
自
性
、
そ
れ
が
勝
義
で
あ
り
、
そ
れ
ら
無
自
性
な
る
諸
法
に
つ
い
て
自
性
と
し
て
認
識
さ
れ
る
も

の
が
世
俗
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
と
言
え
ば
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
有
に
あ
ら
ざ
る
も
の
を
世
俗
と
な
し
、
仮
説
し
、
名
言

し
、
世
間
的
な
慣
用
（
言
説
）
と
な
す
か
ら
で
あ
る
、
と
論
駁
せ
ら
れ
た
と
き
、
急
の
置
品
報
雪
匡
］
・
鷺
》
躁
中
口
脚
汁
Ｈ
ｇ
ゞ

割
』
い
ず
心
１
ｍ
）

二
「
摂
決
択
分
」
の
所
説

b



レ
ィ
ニ
ー
言
語
《
ノ
○

次
に
、

と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
は
、
こ
れ
ら
認
識
さ
れ
る
も
の
（
法
）
に
つ
い
て
自
相
を
も
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
、
そ
の
自
相
を
認
識

し
つ
つ
、
そ
れ
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
理
に
相
応
す
る
か
。
も
し
そ
の
よ
う
に
認
識
上
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
侵
害
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
、
そ
の
知
覚
そ
の
も
の
は
迷
乱
の
事
態
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
迷
乱
は
自
相
を
も
っ
て
あ
る

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
無
自
性
な
る
勝
義
と
し
て
適
当
で
は
な
く
、
も
し
そ
の
迷
乱
が
自
相
を
も
っ
て
無
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
迷
乱

は
自
相
な
き
迷
乱
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
認
識
さ
れ
る
も
の
も
ま
た
、
自
性
と
し
て
無
い
と
い
う
こ
と
は
合
理
的
で
な
い
こ
と
に
な
る
、

と
さ
れ
る
。

声
一
一
一
一
」
、

、
Ｌ
、
ｋ
７
－
Ｗ
Ｙ

る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
と
も
、
た
だ
名
言
や
世
俗
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
か
で
あ
る
。
も
し
名
言
や
世
俗
の
因
よ
り
な
る

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
名
言
や
世
俗
の
因
よ
り
な
る
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
有
で
な
い
と
い
う
こ
と

は
適
当
で
な
い
。
も
し
、
た
だ
名
言
や
世
俗
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
依
が
無
く
し
て
、
名
言
や
世

俗
と
い
う
の
は
適
当
で
な
い
。
弓
の
言
晶
』
諏
雪
］
旨
〕
闇
面
面
‐
跨
汁
Ｈ
ｇ
当
届
冨
‐
届
）

に
、
勝
義
の
理
解
に
つ
い
て
の
否
定
の
仕
方
は
、
そ
の
同
じ
く
「
摂
決
択
分
」
の
中
に
、

彼
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
、
御
身
よ
、
何
故
に
そ
の
認
識
さ
れ
る
も
の
は
無
で
あ
る
と
も
語
る
か
。
そ
の
よ
う
に
問
わ
れ
た
と
き
、

も
し
、
彼
が
次
の
よ
う
に
、
顛
倒
の
事
態
で
あ
る
か
ら
、
と
論
駁
す
る
な
ら
ば
、
彼
に
次
の
よ
う
に
語
る
。
そ
の
顛
倒
は
有
と
認
め

る
か
、
あ
る
い
は
、
ま
た
、
無
と
認
め
る
か
。
も
し
有
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
一
切
法
の
無
自
性
と
い
う
こ
と
は
勝

義
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
適
当
で
な
い
。
も
し
、
無
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
〔
そ
の
顛
倒
は
自
相
な
き
〕
顛
倒
の

事
態
で
あ
る
が
故
に
、
お
よ
そ
認
識
さ
れ
る
も
の
は
無
自
性
で
あ
る
と
い
う
の
は
適
当
で
な
い
。
弓
の
置
侭
ゞ
鞭
、
冒
巨
》
圏
・
即
今
式
汁

田
⑭
Ｐ
ご
函
匡
甲
昂
）

世
俗
の
知
や
迷
乱
の
知
に
つ
い
て
、
勝
義
と
し
て
有
、
無
を
観
察
し
て
過
失
が
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
依
他
起
は
勝
義
と
し



⑦
＠
画
四
四
ｍ
ｌ
い
①
）

と
い
い
、
そ
し
ア

そ
こ
で
、

弓
の
医
侭
》
抑

損
減
の
辺
は
依
他
起
の
自
性
と
円
成
実
の
自
性
が
実
在
す
る
の
に
、
無
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
自
相
を
損
減
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
よ
う
に
二
辺
を
遠
離
す
る
仕
方
を
も
っ
て
真
実
の
意
味
の
方
軌
が
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
弓
の
置
品
．
鞭
、
冒
巨

曽
程
》
中
興
大
正
ｇ
〕
訊
胃
Ｅ
ｌ
５
）

と
い
う
所
説
を
見
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
遍
計
所
執
の
無
も
勝
義
と
し
て
で
あ
る
が
、
言
説
と
し
て
は
無
で
な
い
の
で
あ
っ
て
、

ま
た
、
遍
計
所
執
を
仮
説
す
る
も
（

い
て
吟
味
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

て
無
く
世
俗
と
し
て
有
り
と
す
る
こ
と
を
斥
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
依
他
起
こ
そ
が
円
成
実
を
存
在
た
ら
し
め
る
の
で
あ
り
、
８

ま
た
、
遍
計
所
執
を
仮
説
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
仮
説
の
依
事
で
あ
る
か
ら
、
主
に
こ
の
依
他
起
こ
そ
の
勝
義
と
し
て
の
有
、
無
に
つ

や
、「

摂
決
択
分
」
の
中
に
、

更
に
は
、
「
摂
決
択
分
」
の
中
で
、

そ
れ
ら
現
観
は
名
称
や
名
言
な
る
も
の
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
自
性
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は

ま
た
、
そ
れ
ら
の
自
性
で
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
か
、
と
い
え
ば
、
答
え
て
言
う
。
言
説
に
よ
っ
て
実
に
そ
れ
ら
の
自
性
で
あ
る

と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
勝
義
と
し
て
は
そ
れ
ら
の
自
性
で
な
い
、
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
弓
の
医
長
》
鞭
吾
』
こ
ゞ
田
》
圏
‐
鰐
汁
Ｈ
ｇ

そ
の
中
で
、
依
他
起
の
自
性
と
円
成
実
〔
の
自
性
〕
を
遍
計
所
執
の
自
性
と
し
て
確
執
す
る
の
は
増
益
の
辺
で
あ
る
。
南
）
の
置
品
〉

鞭
雪
巨
』
ｇ
・
口
即
汁
門
ｇ
ｂ
留
日
‐
巴

そ
し
て
、、

名
言
稟
習
の
名
称
に
依
る
識
の
所
縁
な
る
遍
計
所
執
の
自
性
は
、

諏
吾
巨
岸
認
』
配
‐
蝉
岸
汁
Ｈ
ｇ
）
ご
砕
闇
‐
腱
）



と
説
か
れ
て
、

と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
人
・
法
の
二
我
の
遍
計
所
執
の
ご
と
き
も
の
は
知
る
べ
き
真
実
に
お
い
て
あ
り
得
な
く
て
も
、
そ
の
こ

と
の
み
に
よ
っ
て
遍
計
所
執
は
す
べ
て
あ
り
得
な
い
の
で
な
い
か
ら
、
実
物
と
し
て
の
有
や
勝
義
と
し
て
の
有
は
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、

仮
説
と
し
て
の
有
や
言
説
と
し
て
の
有
は
建
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
と
せ
ら
れ
る
。

ま
た
、
遍
計
所
執
性
は
言
説
と
し
て
も
な
く
、
依
他
起
性
は
言
説
と
し
て
あ
っ
て
も
、
勝
義
と
し
て
な
く
、
円
成
実
性
は
勝
義
と
し
て

あ
る
と
い
う
の
は
唯
識
の
構
想
か
ら
外
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
に
示
し
て
い
る
。

ツ
ォ
ン
カ
パ
は
、
特
に
、
依
他
起
が
言
説
と
し
て
有
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
、
迷
乱
の
知
覚
に
よ
っ
て
依
他
起
に
お
い
て
生
、
減
な
ど

が
有
る
と
た
だ
執
着
し
て
い
る
の
み
で
あ
っ
て
、
本
来
的
に
生
、
減
な
ど
が
無
い
と
認
め
る
の
は
依
他
起
を
損
減
す
る
こ
と
の
究
寛
せ
る

も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
事
由
に
よ
っ
て
依
他
起
が
損
減
さ
れ
る
と
き
、
他
の
二
つ
の
自
性
を
も
ま
た
損
減
す
る
か
ら
、
三
相

と
も
に
損
減
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
断
見
の
最
た
る
も
の
と
し
て
先
に
「
菩
薩
地
」
の
中
で
説
か
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
解
深
密
経
』

が
了
義
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
、
棄
捨
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
矛
盾
が
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
と
も
述
べ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
次
の
よ
う
な
「
大
乗
荘
嚴
経
論
」
の
所
説
が
注
意
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

自
ら
、
お
よ
び
、
自
相
と
し
て
、
無
の
故
に
、
自
体
に
お
い
て
、

持
続
す
る
こ
と
が
無
い
故
に
、
ま
た
、
捉
え
る
ご
と
く
に
は
そ
れ
は
、
無
の
故
に
、
無
自
性
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
（
冒
瑳
ｇ
）

を
掲
げ
て
、
生
、
減
、
住
の
有
為
の
三
相
や
、
凡
夫
が
執
着
し
て
い
る
ご
と
き
も
の
の
自
性
の
存
在
し
な
い
こ
と
を
密
意
し
て
、
無
自
性

司
○
、
○
い
『
）

何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
仮
説
の
有
で
あ
る
が
、
勝
義
と
し
て
有
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
弓
の
宮
［
侭
》
諏
雪
』
Ｆ
員
隠
》
汁
Ｈ
ｇ

三
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
の
所
説

』



と
い
う
詩
頌
が
説
か
れ
て
い
て
、
同
じ
く
、
そ
れ
に
続
い
て
、

実
に
、
始
め
と
、
そ
の
も
の
と
、
異
な
っ
た
も
の
と
、
自
相
と
、
自
ら
と
、
変
化
す
る
こ
と
と
、
雑
染
と
差
別
と
の
点
で
、
無
生

法
忍
が
説
か
れ
る
。
（
凶
〕
汽
紹
）

と
い
う
よ
う
に
、
無
生
法
忍
が
獲
得
せ
ら
れ
る
諸
法
の
無
生
の
方
軌
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
ら
れ
る
。
こ
の
詩
頌
の
中
、
始
め

と
は
、
輪
廻
に
お
い
て
始
め
と
し
て
の
生
起
が
な
く
、
ま
た
、
そ
の
も
の
と
は
、
先
の
も
の
に
し
て
、
お
よ
そ
先
に
生
じ
た
存
在
（
法
）
、

そ
れ
ら
が
再
び
そ
の
自
体
と
し
て
生
起
す
る
こ
と
が
な
く
、
異
な
っ
た
も
の
と
は
、
後
の
も
の
に
し
て
、
先
な
る
も
の
が
な
い
形
相
と
し

て
の
生
起
が
な
い
こ
と
が
、
注
釈
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
自
相
と
は
遍
計
所
執
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
時
で

も
生
起
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
り
、
自
ら
不
生
と
は
、
依
他
起
に
つ
い
て
で
あ
り
、
変
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
不
生
は
円
成
実
に
つ

い
て
で
あ
る
と
い
う
。
雑
染
の
不
生
は
煩
悩
の
汚
染
を
滅
尽
し
た
滅
尽
智
の
獲
得
に
つ
い
て
で
、
雑
染
が
再
び
生
じ
な
い
こ
と
に
あ
り
、

差
別
と
し
て
の
不
生
と
は
正
覚
者
（
仏
）
の
法
身
に
つ
い
て
で
、
差
別
を
も
っ
て
生
じ
な
い
、
と
い
う
意
味
に
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
前
上
の
無
自
性
の
考
え
方
と
、
こ
の
よ
う
に
説
く
と
こ
ろ
の
不
生
の
仕
方
と
は
、
一
切
法
は
勝
義
と
し
て
無
自
性
・
空

が
説
か
れ
て
い
る
と
言
う
。
そ
の
詩
頌
に
つ
い
て
、
諸
存
在
は
縁
に
よ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
自
ら
」
独
力
で
は
存
在
し
な
い
故
に
、
自

性
は
な
い
の
で
あ
る
、
と
い
い
、
ま
た
、
存
在
す
る
も
の
の
減
し
た
も
の
は
再
び
ま
た
、
そ
れ
存
在
の
自
体
と
し
て
生
じ
な
い
か
ら
、
独

自
の
自
体
（
「
自
相
」
）
と
し
て
存
在
し
な
い
故
に
無
自
性
で
あ
り
、
生
じ
て
減
し
て
い
な
い
も
の
は
刹
那
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
自
体
に
と
っ
て
第
二
時
に
「
持
続
す
る
こ
と
が
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
、
無
自
性
で
あ
る
、
と
い
う
。

そ
し
て
ま
た
、
無
自
性
で
あ
る
よ
う
に
そ
の
よ
う
に
不
生
で
あ
り
、
不
生
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
、
不
滅
で
あ
る
云
々
と
い
う
よ

う
に
、
先
々
の
も
の
が
因
と
な
っ
て
、
後
々
の
も
の
が
成
り
立
つ
こ
と
は
、
そ
の
同
じ
「
荘
厳
経
論
」
の
中
に
、

後
の
も
の
は
後
の
も
の
へ
の
根
拠
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
性
は
無
で
あ
る
。
生
な
く
、
減
な
く
、
本
来
寂
静
で
、
本
性
浬
梁

が
成
ぜ
ら
れ
る
。
（
〆
』
）
戸
臼
）
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ま
た
、
次
の
よ
う
な
点
に
も
注
意
せ
ら
れ
る
。
も
し
「
解
深
密
経
』
の
中
に
、
依
他
起
は
幻
術
の
ご
と
し
と
説
か
れ
、
『
大
乗
荘
厳
経

論
」
の
中
に
も
、
一
切
の
有
為
は
幻
術
の
ご
と
し
、
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、
依
他
起
は
そ
れ
ら
諦
（
勝
義
）
と
し
て
成
り
立
つ
と
い
う

意
味
は
な
い
と
い
え
ば
、
そ
の
こ
と
も
ま
た
『
大
乗
荘
厳
経
論
」
の
中
に
、

幻
術
の
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
虚
妄
分
別
を
認
め
る
。
幻
術
に
よ
る
と
こ
ろ
の
形
相
の
存
在
す
る
ご
と
く
に
、
そ
の
よ
う
に
二
と

し
て
の
迷
乱
が
説
か
れ
る
。
（
圏
）
宍
勗
）

と
説
か
れ
て
い
る
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
幻
術
を
髻
瞼
と
な
す
考
え
方
が
説
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
煉
瓦
や
木
片
な
ど
幻
術
の
呪

に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
迷
乱
の
事
体
は
分
別
な
る
依
他
起
に
似
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
始
め
の
二
句
の
意
味
で
あ
っ
て
、
馬
、
象
な
ど
の

色
と
し
て
の
顕
れ
で
あ
る
幻
術
の
形
相
は
、
依
他
起
の
所
取
能
取
を
離
れ
た
別
個
の
実
物
な
る
二
と
し
て
の
顕
れ
と
似
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
こ
と
が
後
半
の
二
句
の
意
味
で
あ
る
。

そ
し
て
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
の
中
の
、

そ
こ
に
お
い
て
彼
の
も
の
が
な
い
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
実
に
勝
義
が
認
め
ら
れ
る
。
彼
の
も
の
が
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
そ
の
よ
う
に
実
に
、
世
俗
性
〔
が
認
め
ら
れ
る
。
〕
（
閏
〕
辰
扇
）

と
い
う
詩
頌
で
は
そ
の
こ
と
を
、
幻
術
に
お
い
て
大
象
な
ど
が
無
い
よ
う
に
、
依
他
起
に
お
い
て
所
取
能
取
の
二
の
無
い
の
が
勝
義
と
し

て
、
ま
た
、
彼
の
幻
術
は
馬
や
象
の
自
体
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
虚
妄
な
る
分
別
は
世
俗
諦
と
し
て
認
識
す
る
の
で
あ
る
、

と
言
う
。
『
大
乗
荘
厳
経
論
」
の
中
に
、
六
内
処
に
我
や
命
者
な
ど
が
実
在
し
な
い
の
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
顕
れ
る
点
か
ら
幻

術
の
ご
と
し
と
、
ま
た
、
六
外
処
に
プ
ド
ガ
ラ
の
自
体
を
受
け
と
め
る
こ
と
が
な
い
の
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
顕
れ
る
点
か
ら
夢

の
ご
と
し
、
と
経
典
に
説
か
れ
る
と
述
べ
て
い
て
（
国
片
ｇ
の
長
行
）
、
幻
術
な
ど
を
真
実
で
な
い
こ
と
の
譽
瞼
と
な
す
こ
と
に
つ
い
て
も
、

で
あ
り
、

ら
れ
る
。

諸
有
為
に
つ
い
て
勝
義
と
し
て
生
起
が
な
い
と
説
か
れ
る
も
の
を
、
言
葉
ど
お
り
に
認
め
な
い
考
え
方
に
あ
る
こ
と
が
提
起
せ
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先
ず
、
こ
の
論
偶
の
「
相
品
」
の
冒
頭
の
詩
頌
、
す
な
わ
ち
、

虚
妄
な
る
分
別
は
あ
る
。
そ
こ
に
二
つ
の
も
の
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
〔
す
な
わ
ち
虚
妄
な
る
分
別
の
な
か
に
〕
空

性
は
存
在
し
、
そ
の
〔
空
性
の
〕
な
か
に
ま
た
、
彼
〔
す
な
わ
ち
虚
妄
な
る
分
別
〕
は
存
在
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
す
べ
て
の
も
の
は
空
で
も
な
く
、
空
で
な
い
の
で
も
な
い
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
有
で
あ
る
か
ら
、
ま
た
無
で
あ

る
か
ら
、
さ
ら
に
ま
た
有
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
中
道
で
あ
る
。
（
長
尾
雅
人
訳
参
照
自
民
］
‐
巴

が
指
摘
さ
れ
る
。
始
め
の
詩
頌
に
よ
っ
て
空
性
の
特
徴
（
相
）
が
、
そ
し
て
第
二
の
詩
頌
に
よ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
中
道
で
あ
る
と
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
頌
の
長
行
に
、
「
菩
薩
地
」
に
も
伝
承
し
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
場
所
に
、
あ
る
も
の
が
な
い
と
き
、
前

者
の
あ
る
場
所
は
後
者
の
あ
る
も
の
と
し
て
空
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
ま
た
、
空
で
あ
る
と
否
定
さ
れ
た
後
に
も
、
な
お
、
否
定
さ
れ

な
い
で
、
何
ら
か
の
、
余
っ
た
も
の
が
こ
こ
に
存
在
す
る
の
が
そ
れ
こ
そ
が
こ
こ
に
実
在
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
有
、
無
を
如

実
に
知
る
の
が
、
空
性
へ
の
倒
錯
（
顛
倒
）
な
き
悟
入
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
見
る
、
あ
る
場
所
と
は
空
の
自
体
で
あ
り
、
そ
れ
は
虚
妄
な
る
分
別
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
依
他
起
で
あ
り
、
あ
る
も
の
が
な

い
、
と
言
わ
れ
る
無
と
い
う
こ
と
は
所
取
能
取
な
る
別
個
の
二
つ
の
実
体
に
つ
い
て
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
遍
計
所
執
で
あ
る
、
と
言
う
。

し
か
る
に
、
第
一
偶
の
ｂ
句
に
い
う
、
そ
こ
に
、
二
つ
の
も
の
は
存
在
し
な
い
と
は
、
前
者
な
る
依
他
起
が
後
者
な
る
遍
計
所
執
と
し
て

空
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
が
注
釈
す
る
よ
う
に
、
寺
舎
が
比
丘
な
ど
に
よ
っ
て
空
の
ご
と
く
で
は
な
く
、
縄
が
蛇
と

し
て
空
で
あ
る
ご
と
く
で
あ
る
、
と
も
説
明
さ
れ
る
。
（
ツ
ォ
ン
カ
パ
は
本
論
の
別
の
個
所
で
引
用
）
そ
れ
遍
計
所
執
に
し
て
二
と
し
て

構
想
分
別
さ
れ
た
も
の
が
な
い
と
き
、
そ
の
否
定
さ
れ
た
場
所
に
余
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
残
さ
れ
た
そ
の
実
在
な
る
も
の
は
何
で
あ

中
観
も
唯
識
も
そ
れ
ぞ
れ
、
真
実
で
な
い
と
い
う
考
え
方
の
譽
嶮
と
な
す
が
、
両
者
の
考
え
方
の
違
い
が
提
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
胆

四
『
中
辺
分
別
論
』
の
所
説



あ
る
人
々
は
一
切
法
は
兎
の
角
の
よ
う
に
自
性
が
全
く
存
在
し
な
い
、
と
考
え
る
。
そ
れ
故
に
、
一
切
に
つ
い
て
損
減
〔
論
〕
を

阻
止
す
る
た
め
に
、
〔
虚
妄
な
る
〕
分
別
は
あ
る
、
と
説
か
れ
て
い
て
、
自
性
と
し
て
と
い
う
言
外
の
余
意
が
あ
る
。
（
の
爵
日
“
‐

唱
ｏ
言
＆
も
．
ぢ
ゞ
ロ
の
侭
①
】
抑
雪
蝉
国
巨
麗
冨
‐
ご
）

と
述
べ
て
い
て
、
虚
妄
な
る
分
別
は
あ
る
、
と
い
う
そ
の
句
は
自
性
と
し
て
、
と
い
う
意
味
が
内
意
さ
れ
て
い
る
と
言
う
。
第
二
句
に
よ

る
疑
い
を
除
く
仕
方
も
ま
た
、
そ
の
同
じ
、
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
「
注
釈
」
の
中
に
、

そ
の
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
経
の
中
に
、
一
切
法
は
空
で
あ
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、
経
と
相
違
す
る
の
で
な
い
か
、
と
い

え
ば
、
相
違
し
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
こ
に
二
つ
の
も
の
あ
る
の
で
な
い
〔
と
あ
っ
て
〕
、
虚
妄
な
る
分
別
は
所
取
能
取
の
自
体

を
離
れ
て
い
る
か
ら
空
で
あ
る
と
い
う
が
、
自
性
が
全
く
な
い
の
で
な
い
。
そ
れ
故
に
、
経
と
相
違
し
な
い
。
＄
尽
日
侭
ロ
。
宮
＆
：

亨
ら
ゞ
胃
晶
の
〕
鞭
雪
蝉
、
旨
困
司
‐
ら
歯
Ｃ

と
い
う
解
説
を
見
る
の
で
あ
る
。
依
他
起
が
自
性
と
し
て
成
り
立
つ
と
き
、
そ
の
虚
妄
な
る
分
別
は
外
な
る
所
取
と
内
な
る
能
取
と
し
て

顕
れ
て
い
る
実
体
と
し
て
の
所
取
能
取
を
遠
離
す
る
た
め
に
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
、
存
在
す
る
自
体
の
空
を
密
意
し

て
、
自
体
と
し
て
空
で
あ
る
と
説
か
れ
る
が
、
自
相
と
し
て
成
り
立
つ
自
性
は
全
く
な
い
の
で
は
な
い
、
と
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。

第
三
の
句
に
よ
る
疑
い
を
除
く
仕
方
も
ま
た
、
そ
の
同
じ
、
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
「
注
釈
」
の
中
に
、

も
し
そ
の
よ
う
に
し
て
、
〔
所
取
能
取
の
〕
二
が
兎
の
角
の
ご
と
く
に
全
く
な
く
、
虚
妄
な
る
分
別
は
勝
義
に
し
て
自
性
と
し
て

存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
空
性
は
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
。
す

そ
の
「
注
釈
」
に
お
い
て
、

る
か
、
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
第
一
偶
ａ
句
に
お
い
て
、
虚
妄
な
る
分
別
は
あ
る
、
と
い
わ
れ
も
の
、
そ
し
て
、
第
三
句
の
、
し
か

し
そ
こ
に
空
性
が
存
在
し
、
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
依
他
起
と
円
成
実
と
の
二
つ
が
実
在
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第

四
句
は
あ
る
別
の
疑
い
を
断
つ
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
さ
ら
に
、
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
「
注
釈
」
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
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な
わ
ち
、
し
か
し
こ
こ
に
空
性
は
存
在
し
〔
と
あ
っ
て
〕
、
虚
妄
な
る
分
別
に
お
け
る
所
取
能
取
の
無
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
が
空
性

で
あ
る
か
ら
、
空
性
は
な
い
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
旨
ら

と
説
明
を
し
て
い
る
。
勝
義
と
し
て
有
の
事
態
が
全
く
な
い
と
か
、
す
べ
て
が
す
べ
て
に
無
い
と
い
う
行
き
方
を
否
定
す
る
が
、
こ
こ
に

知
ら
る
べ
き
も
の
が
あ
り
え
な
い
と
認
め
る
行
き
方
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
。

ま
た
、
第
四
句
に
よ
る
疑
い
を
除
く
仕
方
に
つ
い
て
も
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
「
注
釈
」
が
参
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
切
法

が
一
辺
論
（
極
論
）
と
し
て
空
、
不
空
、
有
、
無
と
す
る
の
は
、
極
端
な
こ
と
と
な
り
、
中
道
で
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
斥
け

ん
が
た
め
に
第
二
偶
が
確
か
め
ら
れ
る
。
分
別
が
あ
る
こ
と
と
空
性
が
あ
る
こ
と
と
に
よ
っ
て
、
空
で
も
な
く
、
所
取
能
取
の
二
と
し
て

空
で
あ
る
か
ら
空
で
な
い
の
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
「
般
若
経
』
な
ど
の
中
に
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
は
一
向
に
空
で

も
な
く
、
空
で
な
い
の
で
も
な
い
、
と
説
か
れ
て
い
る
と
す
る
。

さ
ら
に
、
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
は
「
迦
葉
品
」
に
い
う
、
有
、
無
の
二
辺
に
偏
し
な
い
「
中
」
は
諸
法
を
如
実
に
観
察
す
る
中
道
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
も
の
こ
そ
が
こ
の
『
中
辺
分
別
論
』
の
詩
頌
に
い
う
中
道
の
意
味
で
も
あ
る
、
と
も
述
べ
て
い
る
ａ
・
展
日
煙
唱
ｏ
宮
＆
ゞ

で
ぷ
ら
の
品
の
〕
鞭
、
冨
尉
巨
忠
園
‐
）
が
、
中
観
派
か
ら
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
『
中
辺
分
別
論
」
と
「
迦
葉
品
」
と
の
両
者
に
お
い

て
相
違
す
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
唯
識
の
方
軌
に
よ
っ
て
は
そ
れ
ら
両
者
は
同
一
の
意
味
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る

以
上
、
い
さ
さ
か
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
「
し
ク
シ
ェ
ー
ニ
ン
ポ
」
（
「
善
説
心
髄
」
）
に
よ
り
つ
つ
概
述
し
た
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
、

そ
れ
ら
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
か
ら
ア
サ
ン
ガ
に
至
る
唯
識
思
想
の
形
成
期
に
お
け
る
主
要
な
課
題
が
改
め
て
窺

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
ツ
ォ
ン
ヵ
パ
「
し
ク
シ
ェ
ー
ニ
ン
ポ
」
、
く
丹
》
層
巴
‐
臼
〕
勺
の
医
侭
麗
四
‐
旨
冒
参
照
・
）

の
で
辛
め
る
。
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