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く
ノ
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氏
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／
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介
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／
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‐
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ノ
ミ
ノ

竹
村
牧
男
著

『
唯
識
三
性
説
の
研
究
』

琉
伽
行
派
の
教
説
の
中
で
、
三
性
説
は
ア
ー
ラ
ヤ
識
説
と
共
に
重
要
な

部
分
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
説
と
比
べ
て
、
三
性
説
は
、

古
来
、
琉
伽
行
派
の
中
で
も
異
論
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
議
論
が

費
や
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
『
成
唯
識
論
』
に
見
ら
れ
る
安
慧
等
の

異
説
や
、
七
世
紀
頃
か
ら
明
か
に
な
っ
て
く
る
有
相
と
無
相
の
議
論
な
ど

は
三
性
に
つ
い
て
の
解
釈
の
相
違
、
ひ
い
て
は
唯
識
と
い
う
こ
と
の
捉
え

方
の
相
違
と
も
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
は
現
代
に
お
い
て

も
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
も
、
三

性
説
の
研
究
は
数
多
く
あ
る
が
、
そ
の
理
解
や
解
釈
は
一
定
し
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
ま
た
、
古
来
の
解
釈
の
相
違
に
関
し
て
、
文
献
を
辿
り
な
が

ら
そ
の
根
拠
を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
も
な
さ
れ
て
き
た
が
、
十
分

の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

本
書
は
、
そ
の
よ
う
な
三
性
説
研
究
の
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
唯
識
哲

学
全
体
の
中
で
三
性
説
の
論
理
を
明
か
に
し
そ
の
論
理
的
妥
当
性
を
示
す

兵
藤
一
夫

こ
と
に
よ
っ
て
、
三
性
説
の
意
味
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

即
ち
、
著
者
の
言
を
借
り
れ
ば
、
本
書
は
、
三
性
説
に
関
す
る
古
来
の

様
々
な
異
説
を
取
り
上
げ
そ
れ
ら
を
思
想
史
的
に
分
析
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
そ
こ
に
流
れ
る
基
本
構
造
や
最
大
公
約
的
な
思
想
を
明
か
に
し
、
そ

れ
ら
の
論
理
性
を
哲
学
的
に
考
察
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
三
性
説
に
よ
る
世
界
了
解
の
意
味
を
開
示
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

こ
の
よ
う
な
意
図
の
下
に
か
か
れ
た
本
書
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
を
持

っ
て
い
る
。
著
者
の
「
は
し
が
き
」
の
言
葉
を
用
い
て
そ
れ
ぞ
れ
を
概
説

す
れ
ば
、

序
章
’
三
性
説
の
研
究
史
と
本
書
の
方
法
論
を
述
べ
る
。

第
一
部
三
性
説
の
種
々
相
ｌ
種
々
の
唯
識
文
献
に
説
か
れ
て
い
る
三

性
説
の
基
本
的
了
解
を
述
べ
る
。

第
一
章
三
性
説
の
起
源
ｌ
『
般
若
経
』
『
成
実
論
』
『
菩
薩
地
』

「
真
実
義
品
」
の
所
説
と
三
性
説
の
関
連
を
探
る
が
、
起
源
を
指

摘
す
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
「
菩
薩
地
」
「
真
実
義
品
」
に
そ
の

萌
芽
が
見
い
だ
さ
れ
る
、
と
す
る
。

第
二
章
三
性
説
の
基
本
構
造
ｌ
『
解
深
密
経
』
『
琉
伽
師
地
論
』

（
「
摂
決
択
分
」
）
に
説
か
れ
る
最
初
期
の
三
性
説
と
『
摂
大
乗

論
」
に
説
か
れ
る
三
性
説
が
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
る
Ｏ

第
三
章
弥
勒
論
耆
の
三
性
説
ｌ
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
『
弁
中
辺
論
』

の
三
性
説
も
『
琉
伽
師
地
論
』
な
ど
の
そ
れ
と
論
理
構
造
は
異
な

ら
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。

第
四
章
世
親
の
三
性
説
ｌ
『
唯
識
三
十
頌
』
の
三
性
説
と
し
て
護
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法
の
解
釈
は
極
め
て
妥
当
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
玲
伽
師
地
論
』
の

そ
れ
と
も
通
底
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。

第
五
章
『
成
唯
識
論
」
の
伝
え
る
安
慧
の
三
性
説
ｌ
ス
テ
ィ
ラ
マ

テ
ィ
の
『
唯
識
三
十
頌
釈
」
と
も
異
な
る
安
慧
の
三
性
説
が
論
理

的
妥
当
性
に
欠
け
る
こ
と
を
述
べ
る
。

第
二
部
三
性
説
の
哲
学
的
解
明
ｌ
第
一
部
の
三
性
説
の
基
本
的
理
路

を
ふ
ま
え
て
、
三
性
を
め
ぐ
る
個
々
の
問
題
を
掘
り
下
げ
る
。

第
一
編
遍
計
所
執
性
の
周
辺

第
一
章
言
語
の
存
在
論
的
性
格
ｌ
唯
識
で
は
言
語
を
実
在
と
見
な

い
が
、
心
不
相
応
法
と
す
る
点
で
は
経
量
部
と
は
異
な
り
、
説
一

切
有
部
と
も
親
し
い
こ
と
を
述
べ
る
。

第
二
章
言
語
と
意
味
論
ｌ
遍
計
所
執
性
が
名
言
所
計
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
言
語
の
表
示
対
象
は
共
相
で
あ
り
、
他
の
否
定
（
ア
ニ
ャ

ァ
ポ
ー
ハ
）
に
帰
着
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。

第
三
章
・
五
感
と
意
識
ｌ
能
遍
計
が
意
識
で
あ
る
こ
と
、
前
五
識
は

現
量
に
て
自
相
し
か
認
識
し
な
い
こ
と
、
遍
計
所
執
性
が
言
語

（
共
相
）
と
不
可
分
な
こ
と
か
ら
、
五
感
の
地
平
に
は
遍
計
所
執

性
が
あ
り
得
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。

第
四
章
認
識
過
程
と
言
語
ｌ
能
遍
計
の
意
識
が
遍
計
所
執
性
を

産
出
す
る
過
程
を
述
べ
る
。

第
二
編
依
他
起
性
の
周
辺

第
一
章
現
象
世
界
の
存
在
論
的
性
格
ｌ
依
他
起
性
が
形
相
（
形

象
）
と
し
て
は
あ
る
が
存
在
と
し
て
は
な
い
と
い
う
規
定
の
存
在

論
的
意
味
を
検
証
す
る
。

第
二
章
存
在
の
多
元
論
的
解
釈
ｌ
唯
識
と
い
う
こ
と
が
唯
心
王
・

心
所
と
い
う
多
元
的
な
ダ
ル
マ
の
縁
起
・
相
続
に
よ
っ
て
世
界
を

説
明
す
る
、
い
わ
ば
要
素
還
元
主
義
的
理
論
の
側
面
も
あ
る
こ
と

を
述
べ
る
。

第
三
章
多
元
論
と
縁
起
説
ｌ
唯
識
教
学
の
中
に
あ
る
十
八
界
の
理

解
が
自
在
神
等
を
否
定
す
る
縁
起
の
世
界
観
の
根
幹
を
な
す
こ
と
、

阿
頼
耶
識
と
し
て
の
「
界
」
は
多
元
的
な
種
子
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
る
。

第
四
章
認
識
理
論
の
展
開
Ｉ
説
一
切
有
部
が
有
形
象
知
識
論
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
唯
識
の

識
理
論
の
二
分
説
と
三
分
説
の
間
の
共
通
点
相
違
点
を
分
析
し
、

唯
識
の
い
う
行
相
は
依
他
起
性
と
は
別
も
の
で
な
い
こ
と
を
述
べ

る
。

第
三
編
円
成
実
性
の
周
辺

第
一
章
現
象
世
界
の
実
在
ｌ
各
唯
識
経
論
の
円
成
実
性
の
定
義
を

収
集
分
析
し
、
自
性
円
成
実
・
自
性
清
浄
の
視
点
が
円
成
実
性
の

理
解
に
欠
か
せ
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。

第
二
草
存
在
と
普
遍
ｌ
依
他
起
性
は
目
相
（
究
極
の
特
殊
、
個

物
）
の
方
向
に
自
相
を
超
え
た
も
の
、
円
成
実
性
は
共
相
（
普
遍
、

一
般
者
）
の
方
向
に
共
相
を
超
え
た
も
の
で
、
両
者
は
不
一
・
不

異
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

第
三
章
実
存
の
転
換
ｌ
転
依
の
所
依
を
法
性
に
見
る
立
場
と
依
他

起
性
に
見
る
立
場
を
対
比
さ
せ
、
そ
こ
に
あ
る
三
性
の
重
層
的
転

換
の
構
造
を
明
か
に
す
る
。
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第
四
章
覚
の
世
界
ｌ
無
分
別
智
と
真
如
の
関
係
を
、
主
と
し
て
見

道
の
情
景
を
も
と
に
解
明
す
る
。
無
分
別
智
は
相
分
・
見
分
が
な

い
智
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
護
法
は
見
分
の
み
あ

り
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
大
部
で
そ
の
内
容
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が

そ
の
重
点
は
、
本
書
の
構
成
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
第
二
部
「
三
性

説
の
哲
学
的
究
明
」
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
、
第
一
部
に
お
い
て
三

性
説
に
対
す
る
基
本
的
な
理
解
を
示
し
た
う
え
で
、
第
二
部
に
お
い
て
そ

の
哲
学
的
な
意
味
を
論
究
し
て
い
る
。
そ
の
論
究
は
言
語
に
関
す
る
広
範

で
深
い
考
察
を
伴
い
、
し
か
も
現
代
の
哲
学
的
関
心
や
言
語
観
を
も
視
野

に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
仏
教
学
の
内
部
だ
け
で
は
な
く
広
く
仏
教

思
想
に
関
心
の
あ
る
人
た
ち
に
と
っ
て
有
益
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
た

だ
、
こ
こ
で
は
紙
幅
の
都
合
も
あ
っ
て
全
体
を
言
及
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
、
第
一
部
の
三
性
説
に
対
す
る
著
者
の
基
本
的
な
立
場
に
関
す
る

事
柄
を
中
心
に
論
ず
る
こ
と
に
し
、
第
二
部
は
関
連
す
る
部
分
を
言
及
す

る
に
と
ど
め
る
。

序
章
に
お
い
て
本
研
究
の
基
本
的
立
場
が
表
明
さ
れ
る
。
ま
ず
、
三
性

そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
的
内
容
に
つ
い
て
、
著
者
は
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
。

ｌ
遍
計
所
執
性
と
は
、
言
語
世
界
に
そ
の
基
盤
を
置
き
、
そ
れ
自
体
と
し

て
は
一
切
存
在
せ
ず
、
あ
る
種
の
主
観
の
う
ち
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
依
他
起
性
と
は
、
縁
起
的
存
在
で
あ
り
事
（
ぐ
關
冒
）
の
世
界
で
あ

る
。
そ
れ
自
身
に
自
体
（
本
体
）
を
持
つ
も
の
で
な
い
と
は
い
え
、
何
ら

か
現
象
し
、
言
語
を
そ
の
上
に
立
て
る
べ
き
所
依
（
い
わ
ゆ
る

鼠
閏
①
日
）
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
有
な
る
も
の
で
あ
り
、

い
か
な
る
意
味
で
も
無
で
あ
る
遍
計
所
執
性
と
は
区
別
さ
れ
る
。
唯
識
教

学
で
は
識
の
世
界
、
虚
妄
分
別
と
し
て
の
顕
現
全
体
が
依
他
起
性
で
あ
る
。

円
成
実
性
と
は
、
既
に
完
成
し
て
い
る
も
の
で
、
現
象
そ
の
も
の
の
中
に

見
い
出
さ
れ
る
不
変
の
本
性
・
本
質
の
こ
と
で
あ
る
。
現
象
は
縁
起
的
存

在
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
お
け
る
不
変
の
本
性
と
は
、
無
自
性
性
、
空
性

に
ほ
か
な
ら
な
い
ｌ
こ
の
表
現
の
限
り
に
お
い
て
、
評
者
に
も
大
き
な

異
論
は
な
い
。
た
だ
、
後
に
言
及
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
三
性
説
は
虚
妄

分
別
（
唯
識
無
境
を
含
む
）
、
依
他
起
性
の
雑
染
・
清
浄
性
な
ど
を
考
慮

し
て
い
く
中
で
相
当
大
き
な
変
遷
を
し
た
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

次
に
本
書
の
方
法
論
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
先
に
も
紹
介
し
た
よ
う

に
、
著
者
は
、
文
献
の
実
証
的
な
研
究
に
基
づ
い
て
、
三
性
説
の
考
え
方

や
古
来
の
異
説
を
思
想
史
的
に
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
こ
に
流
れ

る
三
性
説
の
基
本
構
造
や
最
大
公
約
的
な
思
想
を
明
か
に
し
た
上
で
、
そ

の
内
容
を
哲
学
的
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
立
場
は
、
結
果
的
に
、

無
著
・
世
親
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
た
唯
識
思
想
の
中
で
の
三
性
説
を
そ

の
基
本
的
な
最
大
公
約
的
な
も
の
と
見
倣
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
が
、
看
過
で
き
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え

ば
、
著
者
は
、
弥
勒
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
『
大
乗
荘
厳
経
論
頌
』
『
弁
中

辺
論
頌
』
は
、
無
著
‐
世
親
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
、
長
行
の
よ
う
に
解
さ

れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
確
定
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
玲
伽
行
派
の
教

学
が
確
立
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
琉
伽
行
派
の
思
想
を
追
求
す
る
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と
い
う
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
頌
だ
け
を
切
り
離
し
て
考
察
す
る
こ

と
は
無
意
味
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。
確
か
に
、
両
論
と
も
無
著
が
頌
を
書

き
と
め
、
そ
れ
に
世
親
が
注
釈
（
長
行
）
を
書
き
加
え
て
、
頌
と
長
行
が

不
可
分
の
も
の
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し

他
方
で
、
両
論
に
複
注
を
著
し
た
安
慧
は
、
ま
ず
頌
の
み
に
対
し
て
世
親

と
は
独
立
し
て
注
釈
し
、
そ
の
後
に
世
親
釈
を
さ
ら
に
注
釈
す
る
と
い
う

形
式
を
取
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
頌
に
対
す
る
安
慧
自
身
の
注
釈
が
世
親

の
そ
れ
と
異
な
る
場
合
も
見
ら
れ
る
。
（
こ
の
傾
向
は
特
に
『
大
乗
荘
厳

経
論
』
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
）
こ
の
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
安
慧

は
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
と
『
弁
中
辺
論
』
の
頌
と
長
行
は
別
な
著
作
で
あ

り
、
世
親
の
注
釈
を
最
大
限
尊
重
す
る
と
し
て
も
そ
れ
が
全
て
で
は
な
い

と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
注
で
な
い
限
り
、

頌
と
そ
の
注
釈
は
基
本
的
に
は
区
別
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
埼
伽
行

派
の
思
想
と
い
う
も
の
が
無
著
・
世
親
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
た
こ
と
は

事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
体
系
化
さ
れ
る
以
前
の
論
害
に
は
無
著
・
世
親

の
見
解
を
一
義
的
に
適
用
で
き
な
い
も
の
も
あ
り
、
無
著
・
世
親
以
後
の

注
釈
者
や
翻
訳
者
た
ち
の
間
に
は
異
論
が
あ
っ
た
こ
と
も
明
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
た
め
、
全
て
の
玲
伽
行
派
の
文
献
に
対
し
て
、
無
著
・
世
親
の
体
系

（
「
摂
大
乗
論
」
・
「
唯
識
三
十
頌
』
な
ど
）
や
そ
の
発
展
的
形
態
で
あ
る

護
法
の
立
場
（
『
成
唯
識
論
』
）
を
適
用
し
て
会
通
を
す
る
こ
と
は
、
玲
伽

行
派
の
思
想
の
重
要
な
側
面
を
明
か
に
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ

が
全
て
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
結
果
的
に
こ
の
方
法
論
は
、

『
成
唯
識
論
』
を
所
依
と
す
る
伝
統
的
な
法
相
宗
の
立
場
を
追
認
す
る
こ

と
に
な
り
、
礁
伽
行
派
の
思
想
が
体
系
化
さ
れ
綴
密
化
さ
れ
現
実
の
説
明

の
た
め
に
理
論
化
さ
れ
て
い
く
中
で
、
重
要
な
変
化
を
蒙
っ
て
い
る
こ
と

を
見
落
と
す
恐
れ
が
あ
る
。
礁
伽
行
派
の
思
想
の
展
開
を
考
察
す
る
場
合
、

評
者
に
は
、
唯
識
無
境
の
捉
え
方
と
の
関
わ
り
が
無
視
で
き
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
特
に
三
性
説
に
関
し
て
は
そ
の
感
が
深
い
。
こ
の
点
か
ら
す

れ
ば
、
重
要
な
転
換
点
は
無
著
の
「
摂
大
乗
論
」
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
前

の
文
献
、
『
解
深
密
経
」
『
琉
伽
論
』
『
大
乗
荘
厳
経
論
」
『
弁
中
辺
論
』
等

も
無
著
の
関
わ
り
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
と
『
摂
大
乗
論
』

の
間
に
は
明
か
に
違
い
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
一
一

三
性
説
の
起
源
を
明
確
な
形
で
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い

う
中
で
、
著
者
が
般
若
経
な
ど
幾
つ
か
の
文
献
を
辿
っ
た
後
、
『
菩
薩
地
』

「
真
実
義
品
」
の
中
に
三
性
説
の
淵
源
を
見
よ
う
と
す
る
こ
と
は
首
肯
し

得
る
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
、
善
取
空
の
立
場
が
説
か
れ
る
中
で
、
仮
設
の

言
語
の
所
依
と
な
る
事
（
く
閉
冨
）
は
存
在
す
る
、
仮
設
の
言
語
を
自
体

と
す
る
も
の
は
存
在
し
な
い
、
そ
の
こ
と
を
如
実
に
知
る
こ
と
が
離
言
を

自
性
と
す
る
真
如
（
法
性
）
を
知
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
三
つ
を
区
別

し
つ
つ
関
連
し
て
捉
え
る
仕
方
は
、
『
解
深
密
経
」
や
『
玲
伽
論
』
「
摂
決

択
分
」
等
の
三
性
説
の
そ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の

際
、
著
者
は
仮
設
の
所
依
と
真
如
・
法
性
と
の
区
別
が
や
や
あ
い
ま
い
で

あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
、
「
要
す
る
に
、
「
真
実
義
品
」
で
は
、
仮
設
さ
れ

た
法
と
仮
設
の
所
依
の
区
別
は
自
覚
し
た
も
の
の
、
仮
設
の
所
依
と
法
性

そ
の
も
の
の
区
別
は
さ
ほ
ど
明
確
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
三
種
の
存

在
論
的
範
嶬
を
明
瞭
に
主
張
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
」
（
五
八
頁
）
と
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述
べ
る
。
し
か
し
、
評
者
に
は
、
こ
の
こ
と
は
却
っ
て
「
菩
薩
地
』
「
真

実
義
品
」
か
ら
『
解
深
密
経
』
へ
と
展
開
し
て
い
く
端
緒
と
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
後
に
言
及
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

本
書
は
、
基
本
的
な
三
性
説
を
「
解
深
密
経
』
「
玲
伽
論
」
「
摂
決
択

分
」
『
摂
大
乗
論
』
の
中
に
見
よ
う
と
す
る
。
三
性
説
の
基
本
構
造
を
見

て
い
く
に
あ
た
り
、
著
者
は
、
有
相
（
形
象
真
実
論
）
と
無
相
（
形
象
虚

偽
論
）
の
区
別
を
念
頭
に
置
く
こ
と
の
必
要
性
を
述
べ
る
。
有
相
・
無
相

と
は
、
識
に
お
い
て
顕
現
す
る
形
象
（
鮮
習
四
、
行
相
）
は
無
分
別
智
に

お
い
て
も
存
在
す
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
形
象
は
実
有
か
非
実
か
と
い
う

こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
著
者
は
こ
の
有
相
と
無
相
を

識
の
行
相
が
依
他
起
性
と
見
る
か
遍
計
所
執
性
と
見
る
か
と
い
う
こ
と
と

連
動
さ
せ
る
こ
と
、
つ
ま
り
有
相
唯
識
・
無
相
唯
識
に
三
性
説
を
適
用
す

る
こ
と
に
は
疑
問
を
提
示
す
る
。
例
え
ば
、
護
法
の
よ
う
に
、
識
の
行
相

は
依
他
起
性
と
す
る
が
、
無
分
別
智
に
お
い
て
は
相
分
は
な
く
見
分
の
み

と
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
従
来
、
無
著
や
世
親
を
有
相
唯
識
家
と
し
た

り
無
相
唯
識
家
と
す
る
諸
説
が
あ
り
、
こ
れ
ら
諸
説
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と

な
く
彼
ら
の
三
性
説
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。

こ
の
指
摘
は
傾
聴
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
無
分
別
智
に
お
い
て
形
象
（
行

相
）
が
存
在
す
る
か
否
か
は
、
依
他
起
性
や
円
成
実
性
と
密
接
な
関
係
が

あ
り
、
三
性
説
と
無
関
係
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

四

『
解
深
密
経
』
の
三
性
説
に
つ
い
て
、
著
者
は
「
遍
計
所
執
性
は
名
言

所
詮
の
も
の
で
あ
っ
て
し
か
も
無
相
の
も
の
で
あ
り
、
依
他
起
性
は
そ
の

名
言
が
立
て
ら
れ
、
実
物
と
執
着
さ
れ
る
所
依
で
あ
り
、
円
成
実
性
は
依

他
起
性
中
に
遍
計
所
執
性
の
無
い
こ
と
」
（
七
一
’
七
二
頁
）
と
ま
と
め

る
。
こ
の
表
現
の
限
り
に
お
い
て
は
評
者
も
異
論
は
な
い
。
し
か
し
こ
の

三
性
説
が
ど
う
い
う
前
提
の
下
に
説
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
考
慮

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
は
、
『
解
深
密

経
」
の
三
性
説
は
未
だ
識
と
の
関
連
は
示
さ
れ
て
い
な
い
と
言
い
な
が
ら
、

そ
の
こ
と
を
余
り
重
視
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
書
全
体
と
し
て
も

感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
著
者
は
唯
識
と
い
う
こ
と
を
当
然
の
前
提
と

し
て
議
論
を
進
め
て
お
り
、
三
性
説
に
お
け
る
唯
識
の
重
要
性
を
考
慮
し

て
い
な
い
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
評
者
に
は
唯
識
と
い
う
こ
と
と

の
関
わ
り
の
有
無
は
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
こ
と
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
て
は
じ
め
て
琉
伽
行
派
に
お
け

る
三
性
説
の
展
開
や
異
論
が
明
確
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

①

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
既
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
評
者
は
『
解
深
密

経
」
の
三
性
説
は
唯
識
を
前
提
に
し
て
は
説
か
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
い

る
。
参
考
の
た
め
に
論
拠
を
幾
つ
か
あ
げ
て
お
く
。
⑩
『
解
深
密
経
』
で

②

は
、
依
他
起
相
は
、
諸
法
の
縁
起
性
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
ま
た
、
行
の
因

相
（
困
日
の
厨
国
‐
己
目
冒
）
、
即
ち
因
縁
所
生
法
で
あ
っ
て
し
か
も
言
語
表

現
の
所
依
と
な
っ
て
い
る
事
物
（
ぐ
閉
冨
）
、
と
も
言
わ
れ
る
が
、
虚
妄
分

別
や
識
と
は
言
わ
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
や
『
弁
中

辺
論
』
で
は
、
依
他
起
相
は
は
っ
き
り
と
虚
妄
分
別
で
あ
る
と
さ
れ
、

「
摂
大
乗
論
』
や
『
唯
識
三
十
頌
』
で
は
、
識
や
分
別
と
さ
れ
、
明
か
に

唯
識
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
弁
中
辺
論
』

『
摂
大
乗
論
』
『
唯
識
三
十
頌
』
で
は
、
三
性
説
が
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
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る
直
前
に
唯
識
が
論
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

②
『
弁
中
辺
論
」
や
『
唯
識
三
十
頌
安
慧
釈
』
に
は
、
一
切
は
唯
識
で
あ

る
な
ら
ば
諸
経
典
（
『
解
深
密
経
』
な
ど
と
思
わ
れ
る
）
に
説
か
れ
る
三

性
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
出
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は

経
典
に
説
か
れ
る
三
性
説
が
唯
識
を
前
提
に
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
唆
す

る
。
⑥
『
般
若
経
」
「
弥
勒
請
問
章
」
に
説
か
れ
る
三
性
説
は
、
行
の
因

相
（
“
四
日
切
訂
国
，
口
冒
三
四
）
で
あ
る
事
物
が
分
別
さ
れ
た
行
相
（
依
他
起

相
）
と
さ
れ
、
『
解
深
密
経
』
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
持
っ
て
い
る

が
、
こ
こ
（
「
弥
勒
請
問
章
」
）
で
は
唯
識
は
前
提
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
、
『
解
深
密
経
』
の
三
性
説
は
唯
識
と
結
び
付
け
な
い
で

理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
解
深
密
経
』
の
三
性
説
の
も
う
一
つ
の

重
要
な
点
は
、
本
書
で
は
余
り
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
依
他
起
相
が
雑

染
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
凡
夫
に
と
っ
て
依
他
起
相
が
雑
染

で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
が
、
後
に
玲
伽
行
派
の
中
で
後
得
清
浄
世

間
智
が
確
立
さ
れ
る
に
つ
れ
、
依
他
起
相
の
清
浄
た
る
側
面
が
主
張
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
（
こ
れ
は
既
に
『
瞼
伽
論
」
「
摂
決
択
分
」
で
見
ら
れ

る
。
）
こ
の
こ
と
を
考
盧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
菩
薩
地
』
か
ら
『
解
深

密
経
』
（
『
琉
伽
論
』
「
摂
決
択
分
」
）
へ
と
三
性
説
が
展
開
す
る
こ
と
が
見

通
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
前
述
の
「
菩
薩
地
』
「
真
実
義
品
」

の
三
つ
の
区
別
の
中
で
は
、
仮
設
の
所
依
（
依
他
起
相
）
と
法
性
の
区
別

は
さ
ほ
ど
明
確
で
は
な
か
っ
た
が
、
前
者
を
雑
染
と
す
る
こ
と
で
は
っ
き

り
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
『
解
深
密
経
」
の
三
性
説
は
、
著
者
も
述
べ
る
よ
う
に
、

言
語
世
界
Ⅱ
遍
計
所
執
相
、
そ
の
所
依
と
な
る
縁
起
（
有
為
）
の
世
界
Ⅱ

依
他
起
相
、
そ
れ
が
言
語
上
の
有
を
離
れ
て
い
る
真
如
Ⅱ
円
成
実
相
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
「
依
他
起
相
が
言
語
表
現
の
所
依
と
な
る
」
こ

と
の
意
味
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
物
（
ぐ
用
言
）
に
即
し

て
言
い
換
え
て
み
る
と
、
縁
起
の
実
相
で
あ
る
不
可
言
説
法
性
に
基
づ
く

事
物
、
即
ち
言
語
表
現
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
事
物
（
因
相
と
な
っ
て

い
な
い
事
物
、
言
語
的
分
節
化
さ
れ
て
い
な
い
事
物
）
が
内
外
界
に
存
在

す
る
が
、
そ
れ
が
円
成
実
相
で
あ
る
。
そ
の
事
物
が
言
語
表
現
の
所
依
と

な
る
時
、
即
ち
言
語
表
現
の
対
象
と
な
る
（
因
相
と
な
る
、
分
節
化
さ
れ

る
）
時
、
依
他
起
相
と
言
わ
れ
、
雑
染
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
部
に

お
い
て
、
著
者
が
「
仮
設
の
所
依
と
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
依
他
起
の
自

相
を
ふ
ま
え
た
共
相
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
（
三
○
三
頁
）
な
ど

と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
同
じ
こ
と
を
別
な
視
点
か
ら
語
っ
て
い
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
〃
縁
起
す
る
事
物
が
言
説
の
所
依
と
な
る
〃
と
は
、
事

物
が
本
来
の
不
可
言
説
な
も
の
（
清
浄
相
）
か
ら
言
説
の
対
象
（
雑
染

相
）
へ
と
変
え
ら
れ
る
こ
と
、
言
語
を
伴
っ
た
認
識
の
世
界
に
組
み
入
れ

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
不
可
言
説
な
事
物
が
変
化
し
た
と
い

う
こ
と
は
、
変
化
し
た
と
い
う
意
味
で
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
実
在
し
な
い

も
の
で
あ
る
が
、
不
可
言
説
な
事
物
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は

ま
っ
た
く
無
な
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
変
化
し
た
事
物
に
対
し
て
、

我
々
は
言
語
表
現
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
性
や
属
性
な
ど
を
付
加
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
自
性
や
属
性
が
遍
計
所
執
相
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
限
り
で
は
唯
識
と
い
う
こ
と
は
不
必
要
で
あ
り
、
前
提
に
も
さ
れ
て

い
な
い
。

『
玲
伽
論
』
「
摂
決
択
分
」
の
三
性
説
は
、
著
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
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『
解
深
密
経
』
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
様
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
箇
所
で

は
著
者
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
が
、
依
他
起
相
は
基
本
的
に
は
雑
染
と
さ

れ
な
が
ら
も
、
一
部
、
清
浄
と
も
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
こ

と
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
「
玲
伽
論
」
「
摂
決
択
分
」
に
お
い
て
後
得
清

浄
世
間
智
の
所
依
と
し
て
の
依
他
起
相
に
思
い
至
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
の
場
合
、
円
成
実
相
と
依
他
起
相
の
清
浄
性
の
相
違
に
は
注
意
し
て
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
者
は
言
語
を
離
れ
た
不
可
言
説
な
法
性
で
本

来
の
清
浄
性
（
無
分
別
智
の
世
界
）
で
あ
る
が
、
後
者
は
執
着
を
離
れ
た

清
浄
な
あ
り
方
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
も
言
語
（
分
別
）
の
所
依
と
な
り

言
語
に
よ
る
認
識
の
世
界
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
琉
伽
行
派
の
立
場
で
は
、
こ
の
清
浄
な
依
他
起
相
も
ま
た
円
成
実
相

そ
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
の
姿
と
し
て
は
存
在
し
な
い

虚
妄
な
も
の
で
あ
る
。

五

次
に
著
者
は
『
摂
大
乗
論
』
の
三
性
説
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
文
献
の

歴
史
的
な
展
開
と
異
な
り
、
こ
こ
で
『
摂
大
乗
論
』
を
取
り
上
げ
る
理
由

は
明
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
あ
る
面
で
は
『
解
深
密
経
』
『
玲
伽
論
』

「
摂
決
択
分
」
と
『
摂
大
乗
論
』
の
三
性
説
は
内
容
的
に
強
い
つ
な
が
り

を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
そ
の
限
り
で
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
の
意
味
は
、
『
摂
大
乗
論
』
が
唯
識
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て

『
解
深
密
経
』
や
『
聡
伽
論
』
「
摂
決
択
分
」
の
三
性
説
を
捉
え
直
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
や
『
弁

中
辺
論
』
（
特
に
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
）
の
三
性
説
を
経
た
上
で
な
い
と
充

分
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
後
に
検

討
し
よ
う
。

『
摂
大
乗
論
』
は
『
成
唯
識
論
』
と
と
も
に
著
者
の
三
性
説
理
解
の
依

処
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
『
摂
大
乗
論
』
の
三
性
の
定
義

を
、
「
依
他
起
性
と
は
、
虚
妄
分
別
に
摂
せ
ら
れ
る
十
一
識
で
あ
る
。
こ

れ
は
あ
く
ま
で
も
唯
だ
識
の
み
の
世
界
で
、
義
（
実
体
、
も
の
）
が
構
想

さ
れ
る
以
前
の
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
遍
計
所
執
性
は
、
こ
の
依

他
起
性
が
、
義
と
し
て
顕
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
際
、
依
他
起
性
は
、

通
計
所
執
性
が
現
じ
る
所
依
と
な
っ
て
い
る
。
円
成
実
性
は
、
依
他
起
性

に
お
い
て
、
そ
れ
が
義
を
現
じ
る
所
依
と
な
り
、
義
が
顕
現
し
て
い
る
と

し
て
も
、
そ
の
義
が
い
か
な
る
意
味
で
も
存
在
し
な
い
と
い
う
あ
り
方
の

こ
と
で
あ
る
」
（
八
○
頁
）
と
ま
と
め
た
上
で
、
「
依
他
起
性
が
、
義
が
顕

現
す
る
所
依
で
あ
る
こ
と
と
は
、
能
遍
計
の
意
識
の
対
象
と
し
て
の
所
遍

計
と
な
る
こ
と
と
う
け
と
め
る
べ
き
だ
し
、
た
だ
識
の
み
で
義
と
し
て
は

あ
り
え
な
い
依
他
起
性
が
義
と
し
て
顕
現
す
る
と
は
、
特
に
能
遍
計
の
意

識
の
活
動
の
中
で
、
依
他
起
性
の
世
界
が
義
（
実
体
的
存
在
）
な
る
も
の

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し

て
、
意
識
に
よ
っ
て
依
他
起
性
Ⅱ
十
八
界
は
実
体
視
さ
れ
つ
つ
も
、
実
は

依
他
起
性
は
依
他
起
性
の
ま
ま
で
あ
り
、
無
自
性
の
ま
ま
で
あ
っ
て
、
そ

の
義
（
対
象
的
実
体
）
の
存
在
を
離
れ
た
あ
り
方
が
円
成
実
性
な
の
で
あ

る
」
（
八
二
頁
）
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
依
他
起
性
な
る
虚
妄
分
別
の
上

に
顕
現
し
た
形
象
が
遍
計
所
執
性
と
同
一
な
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
問

題
と
さ
れ
て
い
る
。
著
者
の
立
場
は
、
依
他
起
性
は
無
自
性
な
事

（
く
閉
言
）
と
し
て
顕
現
し
た
も
の
（
形
象
）
で
あ
る
、
遍
計
所
執
性
は
そ
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の
依
他
起
性
が
意
識
に
よ
っ
て
所
依
と
さ
れ
、
言
葉
で
分
別
さ
れ
実
体
視

（
執
着
）
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
本
書

に
お
い
て
ほ
ぼ
一
貫
し
て
い
る
。
『
摂
大
乗
論
」
に
お
い
て
無
着
は
、
仙

遍
計
所
執
性
は
能
遍
計
で
あ
る
意
識
と
所
遍
計
で
あ
る
依
他
起
性
に
よ
っ

て
成
立
す
る
こ
と
、
②
意
識
は
名
に
よ
っ
て
対
象
を
縁
じ
依
他
起
性
の
上

に
そ
れ
（
名
）
を
因
相
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
（
因
相
）
を
執
し
、
考
察
を

巡
ら
し
て
言
葉
を
起
こ
し
、
四
言
説
（
見
・
間
・
覚
・
知
）
に
よ
っ
て
言

説
を
立
て
、
存
在
し
な
い
義
を
有
で
あ
る
と
増
益
す
る
あ
り
方
で
遍
計
執

す
る
こ
と
、
と
語
っ
て
い
る
か
ら
、
無
著
自
身
、
意
識
が
依
他
起
性
を
分

別
す
る
と
き
に
遍
計
所
執
性
が
生
じ
る
と
考
え
て
、
依
他
起
性
と
遍
計
所

執
性
の
間
に
認
識
段
階
で
の
区
別
を
設
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
雷
フ
に
思

わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
著
者
の
理
解
は
、
そ
の
方
向
に
沿
っ
た
も
の
と

は
な
っ
て
い
る
が
、
や
や
極
端
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
『
摂
大
乗
論
』

の
表
現
そ
の
も
の
は
、
著
者
も
苦
闘
し
て
い
る
よ
う
に
、
微
妙
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
特
に
、
「
遍
計
所
執
相
と
は
、
無
で
あ
っ
て
も
、
た
だ
識
な

る
も
の
が
義
と
し
て
顕
現
す
る
こ
と
で
あ
る
」
「
そ
れ
（
依
他
起
相
）
を

所
依
と
し
て
無
な
る
義
が
顕
現
す
る
こ
と
が
遍
計
所
執
相
な
ら
ば
、
ど
う

し
て
遍
計
所
執
と
い
わ
れ
る
の
か
。
無
量
の
行
相
を
も
っ
て
遍
計
す
る
意

識
の
因
相
で
あ
る
か
ら
遍
計
所
執
で
あ
る
」
「
意
識
は
名
に
よ
っ
て
対
象

を
縁
じ
依
他
起
性
の
上
に
そ
れ
（
名
）
を
因
相
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
（
因

相
）
を
執
す
る
」
な
ど
の
『
摂
大
乗
論
』
（
第
二
章
）
の
表
現
は
、
虚
妄

分
別
（
依
他
起
性
）
に
お
い
て
顕
現
し
た
も
の
は
遍
計
所
執
性
で
あ
る
と

も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
著
者
も
注
意
し
て
い
る
よ
う
に
、

因
相
（
日
日
三
四
）
は
遍
計
所
執
相
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
言
語
と
の
関
わ
り
を
考
慮
す
る
と
し
て
も
虚
妄
分
別
に
お
い
て
顕
現
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
『
解
深
密
経
』
や
「
琉
伽
論
』
「
摂
決
択
分
」
で
は
雑

染
な
る
依
他
起
性
と
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
表
現

が
な
さ
れ
る
の
か
は
、
『
解
深
密
経
』
や
『
琉
伽
論
』
か
ら
は
見
え
て
こ

な
い
で
あ
ろ
う
。
「
大
乗
荘
厳
経
論
」
や
『
弁
中
辺
論
』
を
考
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

一
ハ

著
者
は
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
と
『
弁
中
辺
論
』
の
三
性
説
を
弥
勒
論
害

の
三
性
説
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
の
際
、
著
者
は
、
頌
と
長
行
は
一
組

の
も
の
で
あ
り
、
無
著
・
世
親
の
教
説
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
な
く
、
そ

れ
を
礁
伽
行
派
の
説
と
し
て
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
る
。

し
か
し
、
評
者
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
視
点
で

③

『
大
乗
荘
厳
経
論
』
の
三
性
説
を
す
で
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ

こ
で
は
そ
れ
に
基
づ
き
な
が
ら
論
を
進
め
た
い
。
『
大
乗
荘
厳
経
論
」
の

三
性
説
は
「
解
深
密
経
』
や
『
琉
伽
論
』
の
そ
れ
と
比
べ
て
二
つ
の
点
で

異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
⑪
「
解
深
密
経
」
な
ど
で
は
、
因
相

（
己
目
冒
）
は
雑
染
な
依
他
起
相
を
示
し
た
語
で
あ
っ
た
が
、
『
大
乗
荘

厳
経
論
』
で
は
、
遍
計
所
執
相
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
②
『
解
深
密
経
』

な
ど
で
は
、
円
成
実
相
と
依
他
起
相
の
事
（
ぐ
開
冨
）
は
唯
識
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
で
は
、
依
他
起
相
は
二
取

（
所
取
・
能
取
）
と
し
て
の
顕
現
を
有
す
る
虚
妄
分
別
で
あ
る
と
さ
れ
て

唯
識
無
境
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
る
。
著
者
も
い
に
は
留
意
し
て
、
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
相
（
己
目
冒
）
が
遍
計
所
執
性
だ
と
い
う
と
き
、
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そ
れ
は
、
本
来
、
自
相
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
依
他
起
性
と
は
や
は
り
区

別
さ
れ
た
、
す
で
に
共
相
化
さ
れ
た
領
域
の
も
の
と
し
て
の
相
で
あ
ろ
う
。

同
じ
己
目
§
が
、
目
吾
目
冒
四
と
訳
さ
れ
る
と
き
の
相
で
あ
る
。
そ
の

限
り
、
そ
れ
は
、
主
と
し
て
意
識
内
に
何
ら
か
の
形
で
と
り
こ
ま
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
共
相
と
し
て
の
あ
る
観
念
像
さ

え
、
実
際
の
と
こ
ろ
直
ち
に
遍
計
所
執
性
な
の
か
ど
う
か
は
、
な
お
慎
重

に
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
親
（
長
行
）
は
、
こ
の
昌
冒
三
四
に

対
し
て
、
所
縁
の
語
を
も
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
所
縁
縁
は
、
本
来
、
有

な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
は
遍
計
所
執
性
に
対

し
て
用
い
ら
れ
た
所
縁
で
あ
り
、
第
二
の
説
明
に
出
る
名
と
義
と
し
て
の

虚
妄
分
別
の
所
縁
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
結
局
、
こ
の
日
日
耳
‐

国
は
、
例
え
ば
言
語
の
指
示
対
象
す
な
わ
ち
何
ら
か
の
現
象
世
界
の
全

体
で
は
な
く
、
言
語
の
表
示
内
容
（
あ
る
い
は
、
想
の
心
所
の
対
象
と
し

て
の
共
相
。
そ
れ
も
特
に
意
識
相
応
の
想
の
対
象
と
し
て
の
共
相
像
）
を

意
味
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
『
大
乗
荘
厳
経

論
』
の
三
性
説
の
全
体
か
ら
、
そ
し
て
「
摂
大
乗
論
』
と
の
連
絡
や
他
の

唯
識
論
書
と
の
関
係
か
ら
、
総
合
的
に
判
断
し
て
、
今
は
そ
の
よ
う
に
読

ん
で
お
く
」
（
九
五
’
九
六
頁
）
と
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
因
相

（
昌
目
爵
）
と
は
共
相
で
あ
り
、
言
語
の
指
示
対
象
で
は
な
く
、
言
語
の

表
示
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
著
者
の
い
う
言
語
の
「
指
示
対
象
」
と

「
表
示
内
容
」
の
違
い
は
評
者
に
は
充
分
に
は
理
解
で
き
な
い
。
外
界
の

具
象
的
な
個
物
に
対
し
て
は
両
者
の
区
別
は
あ
る
程
度
可
能
で
あ
る
と
し

て
も
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
対
し
て
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
外
界
に
対
象

を
認
め
な
い
唯
識
の
立
場
に
お
い
て
は
、
そ
の
区
別
は
困
難
と
な
る
。
こ

こ
に
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
と
「
解
深
密
経
」
『
玲
伽
論
』
「
摂
決
択
分
」
の

あ
い
だ
の
因
相
の
捉
え
方
の
違
い
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
評
者
の
考
え
で

は
、
「
解
深
密
経
』
『
琉
伽
論
』
「
摂
決
択
分
」
の
三
性
説
は
唯
識
無
境
の

立
場
で
は
な
い
か
ら
、
言
語
表
現
の
所
依
（
著
者
の
言
い
方
で
は
「
指
示

対
象
」
か
）
と
な
っ
た
事
物
、
す
な
わ
ち
因
相
は
、
縁
起
し
た
も
の
で
あ

る
か
ら
依
他
起
性
で
あ
っ
て
実
在
す
る
が
、
言
語
の
所
依
と
な
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
雑
染
で
あ
る
。
遍
計
所
執
性
は
言
語
に
よ
っ
て
付
託
さ
れ

た
自
性
や
属
性
（
著
者
の
言
い
方
で
は
「
表
示
内
容
」
か
）
で
あ
り
、
実

在
し
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
「
大
乗
荘
厳
経
論
』
で
は
、
対
象
を
構
想
す

る
こ
と
（
闇
量
目
、
想
）
の
因
相
（
己
目
目
）
、
あ
る
い
は
虚
妄
分
別
の

因
相
（
日
目
冒
）
が
遍
計
所
執
相
と
さ
れ
る
。
『
倶
舎
論
』
で
は
想

（
の
“
且
目
）
は
対
境
の
因
相
（
己
目
目
）
を
捉
え
る
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、

『
大
乗
荘
厳
経
論
』
で
も
世
親
は
そ
の
方
向
で
注
釈
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
因
相
と
は
言
葉
を
用
い
て
把
握
さ
れ
る
対

象
で
あ
っ
て
、
言
語
を
伴
わ
な
い
認
識
対
象
を
意
味
し
て
は
い
な
い
で
あ

ろ
う
。
一
方
、
虚
妄
分
別
は
、
所
取
・
能
取
の
顕
現
を
有
し
た
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
縁
起
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
依
他
起
性
で
あ
っ
て
、
実
在
す

る
も
の
で
あ
る
。
所
取
・
能
取
の
顕
現
を
有
し
た
虚
妄
分
別
と
は
、
所
取

と
能
取
を
不
可
分
の
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
対
象
の
顕
現
と
そ
れ
を
認

識
す
る
こ
と
を
一
つ
の
全
体
的
な
事
象
と
し
て
捉
え
た
言
い
方
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
虚
妄
分
別
に
お
い
て
顕
現
し
て
い
る
因
相
（
あ
る
い
は
所

取
・
能
取
）
は
全
く
実
在
し
な
い
虚
妄
な
も
の
で
あ
る
。
『
弁
中
辺
論
釈
』

に
お
い
て
、
安
慧
は
、
虚
妄
分
別
に
つ
い
て
、
「
虚
妄
な
（
号
言
冨
）
二

取
が
そ
こ
に
お
い
て
分
別
さ
れ
る
（
冒
鼻
堅
冨
異
の
）
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
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よ
っ
て
分
別
さ
れ
る
か
ら
〃
虚
妄
分
別
（
号
言
国
冒
笥
房
巴
冨
）
〃
で
あ
る
。

〃
虚
妄
（
号
言
国
）
〃
と
い
う
語
に
よ
っ
て
そ
れ
（
虚
妄
分
別
）
が
所

取
・
能
取
と
し
て
分
別
さ
れ
る
ま
ま
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
し
、

〃
分
別
″
と
い
う
語
に
よ
っ
て
義
（
肖
冨
、
対
象
）
が
分
別
さ
れ
る
ま

ま
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
す
」
（
の
厨
日
侭
匡
。
言
＆
、
尽
画
忌
葛
員
園
‐

忌
守
言
彊
鼻
画
や
畠
）
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
や

「
弁
中
辺
論
』
で
は
、
「
因
相
」
「
所
取
・
能
取
」
「
義
」
が
ほ
ぼ
同
義
語

と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
遍
計
所
執
性
を
示
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
虚
妄
分
別
に
お
い
て
顕
現
し
た
も

の
は
全
て
実
在
し
な
い
虚
妄
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
必
ず
言

語
と
結
び
つ
い
て
い
る
、
す
な
わ
ち
遍
計
所
執
性
な
の
で
あ
る
。

「
大
乗
荘
厳
経
論
」
な
ど
の
こ
の
よ
う
な
三
性
説
の
定
義
（
虚
妄
分
別

を
基
礎
に
し
た
も
の
）
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
『
摂
大
乗
論
』
に
お
い
て
、

無
着
は
、
唯
識
の
立
場
で
分
別
の
生
じ
方
や
後
得
清
浄
世
間
智
の
問
題
等

を
考
察
す
る
こ
と
通
し
て
、
言
語
の
所
依
（
形
象
）
は
依
他
起
性
で
あ
っ

て
遍
計
所
執
性
と
は
区
別
さ
れ
る
、
そ
の
所
依
を
実
体
と
し
て
執
着
す
る

こ
と
が
遍
計
所
執
性
で
あ
る
、
と
い
う
新
た
な
解
釈
を
示
唆
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
世
親
も
基
本
的
に
は
こ
れ
に
沿
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ

の
場
合
、
依
他
起
性
（
言
語
の
所
依
）
そ
の
も
の
が
虚
妄
性
を
免
れ
て
い

る
と
見
倣
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
明
か
で
な
い
。
こ
の
解
釈
は
、
唯
識
無

境
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
を
除
い
て
は
、
『
解
深
密
経
』
な
ど
の
三
性

説
に
よ
く
似
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
結
果
的
に
そ
う
な
っ
た
の
か
、
あ

る
い
は
意
図
し
た
こ
と
か
は
別
に
し
て
、
言
語
の
所
依
と
し
て
虚
妄
性
を

離
れ
た
あ
る
種
の
純
粋
な
事
物
の
世
界
を
想
定
し
て
三
性
説
を
考
え
る
の

で
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
唯
識
を
前
提
に
す
る
必
要
は
な
い
ば
か
り
か
、
逆

に
唯
識
の
意
義
を
見
失
わ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
問

題
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
別
稿
を
期
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

第
五
章
で
は
、
『
成
唯
識
論
』
に
基
づ
き
な
が
ら
、
安
慧
と
護
法
の
見

解
の
違
い
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
重
要
な
争
点
の
一
つ
は
、
後

得
清
浄
世
間
智
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
得
智
は
執
着
を
伴
わ
な
い

分
別
智
で
あ
り
、
依
他
起
性
を
所
縁
と
す
る
と
も
言
わ
れ
る
。
『
琉
伽
論
」

「
摂
決
択
分
」
で
初
め
て
依
他
起
性
の
清
浄
の
面
が
言
及
さ
れ
る
の
も
、

こ
の
後
得
智
の
た
め
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
安
慧
の
三
性
説
は
識
の

相
・
見
二
分
が
遍
計
所
執
性
で
、
自
体
分
Ⅱ
自
証
分
が
依
他
起
性
で
あ
る
。

安
慧
に
お
い
て
は
、
二
分
が
現
わ
れ
る
こ
と
自
体
、
執
着
の
た
め
で
あ
る
。

こ
の
立
場
で
は
、
後
得
智
が
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
さ
れ
る
。

『
成
唯
識
論
』
に
伝
え
ら
れ
る
安
慧
説
が
そ
の
ま
ま
彼
自
身
の
説
と
認
め

ら
れ
る
か
ど
う
か
は
論
証
の
余
地
が
あ
る
が
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
」
の
安

慧
の
注
釈
か
ら
見
て
も
、
彼
が
識
の
二
分
が
遍
計
所
執
性
で
あ
る
と
見
倣

し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
確
か
に
後
得
智
の
こ
と

が
問
題
と
な
る
。
た
だ
、
後
得
智
に
お
い
て
は
、
顕
現
し
た
対
象
に
対
し

て
執
着
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
顕
現
し
た
も
の
は
虚
妄
な
幻
で
あ
る
と

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
や
は
り
、
唯
識
、

虚
妄
、
雑
染
と
い
う
こ
と
を
如
何
に
考
え
る
か
と
い
う
基
本
的
な
立
場
の

違
い
が
反
映
さ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
部
を
通
し
て
得
ら
れ
る
、
三
性
説
に
対
す
る
著
者
の
基
本
的
立
場

は
、
幾
分
の
揺
れ
を
示
し
て
は
い
る
が
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
依
他
起
性
と
は
言
語
表
現
の
所
依
（
対
象
）
と
さ
れ
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る
縁
起
す
る
事
物
（
く
開
冒
）
あ
る
い
は
現
象
で
あ
る
が
、
そ
の
事
物
あ

る
い
は
現
象
自
身
は
固
有
の
刹
那
的
あ
り
方
（
自
相
）
を
有
し
て
お
り
言

語
表
現
で
き
な
い
（
不
可
言
説
）
も
の
で
あ
る
。
遍
計
所
執
性
は
言
語
に

よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
共
相
の
ま
ま
に
対
象
（
事
物
）
を
実
体
と
し
て
捉
え

執
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
決
し
て
実
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
円
成

実
性
は
依
他
起
性
に
対
し
て
遍
計
所
執
性
（
実
体
と
し
て
執
す
る
こ
と
）

が
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
無
自
性
性
・
不
可
言
説
法
性
で
も
あ
る
。

た
だ
、
依
他
起
性
（
自
相
）
と
円
成
実
性
（
共
相
）
の
関
わ
り
、
特
に
根

本
無
分
別
智
に
お
け
る
行
相
、
の
問
題
に
つ
い
て
は
明
確
で
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
著
者
に
お
い
て
は
、
「
自
相
」
と
「
共

相
」
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実

際
、
第
二
部
（
特
に
、
第
一
篇
第
二
’
四
章
、
第
三
篇
第
二
章
）
で
は
こ

の
「
自
相
」
「
共
相
」
．
に
対
し
て
広
範
な
分
析
考
察
が
行
な
わ
れ
、
本
書

の
核
の
一
つ
を
な
し
て
お
り
、
我
々
を
稗
益
す
る
こ
と
も
大
で
あ
る
。

七

第
二
部
に
お
け
る
興
味
深
い
箇
所
の
幾
つ
か
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

第
一
篇
第
二
章
「
言
語
と
意
味
論
」
の
中
で
、
著
者
は
自
相
と
共
相
と
い

う
語
が
様
々
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
使
用
さ
れ
、
両
者
は
転
換
し
得
る
関
係
に
あ

る
こ
と
を
明
か
に
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
色
濫
」
は
共
相
で
「
色
・
声
・

香
・
味
・
触
処
」
は
自
相
で
あ
る
が
、
「
青
・
赤
な
ど
の
顕
色
」
を
自
相

と
す
れ
ば
、
「
色
処
」
は
共
相
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
間
項
で
は
絶

対
の
自
相
、
絶
対
の
共
相
は
存
在
し
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
極
限
と
し
て
、

共
相
の
方
向
に
は
空
・
無
我
性
が
、
自
相
の
方
向
に
は
不
可
説
の
法
体
が

考
え
ら
れ
る
と
す
る
。
ま
た
、
『
成
唯
識
論
述
記
』
に
基
づ
い
て
、
「
言
葉

は
、
究
極
的
に
は
自
相
を
所
依
と
す
る
が
、
直
接
、
自
相
に
触
れ
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
自
相
を
現
に
踏
ま
え
た
共
相
に
基
づ
く
。
〈
中
略
〉
た

と
え
自
相
の
施
設
と
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
自
相
は
、
す
で
に
共
相
と

互
換
的
な
地
平
で
の
自
相
の
み
で
あ
っ
て
、
究
極
の
自
相
で
は
あ
り
え
な

い
」
（
二
三
○
’
二
三
一
頁
）
と
も
述
べ
る
。
一
方
、
同
じ
こ
と
が
別
な

角
度
か
ら
、
『
成
唯
識
論
演
秘
』
に
基
づ
い
て
、
「
仮
設
の
所
依
と
し
て
の

共
相
は
、
単
な
る
概
念
・
観
念
的
一
般
者
で
は
な
く
、
依
他
起
性
の
自
相

を
内
実
と
し
て
伴
え
る
共
相
と
認
め
ら
れ
て
い
る
」
（
三
○
二
頁
）
、
『
成

唯
識
論
述
記
』
に
基
づ
い
て
、
「
共
相
中
の
有
体
法
（
青
・
黄
の
色
法
や

心
・
心
所
等
の
実
法
）
を
仮
設
の
所
依
と
認
め
る
。
こ
の
有
体
法
は
、
実

際
に
依
他
の
自
相
を
伴
え
る
も
の
の
謂
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
み
る

と
、
仮
設
の
所
依
と
は
、
厳
密
に
い
え
ば
、
依
他
起
の
自
相
を
ふ
ま
え
た

共
相
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
〈
中
略
〉
前
五
識
は
、
刻
々
と
変

化
し
つ
つ
色
・
声
等
を
認
識
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
意
識
は
共
相
に
お

い
て
捉
え
る
、
そ
の
上
に
言
語
を
た
て
る
の
で
あ
る
」
（
三
○
二
’
三
○

三
頁
）
と
述
べ
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
究
極
的
な
自
相
（
無
自
性
性
・

不
可
言
性
）
を
有
す
る
事
物
（
ぐ
四
切
目
）
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
妥
当

で
あ
ろ
う
。
事
物
が
言
語
表
現
の
対
象
、
す
な
わ
ち
因
相
（
昌
昌
盲
）
と

な
る
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
例

で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
全
体
を
通
し
て
、
著
者
は
、
「
自
相
と
は
固
有

独
自
の
相
と
い
う
こ
と
で
、
共
相
の
概
念
等
に
よ
る
把
握
を
離
れ
て
お
り

無
分
別
な
る
前
五
識
の
対
象
と
な
る
も
の
」
「
共
相
は
言
語
の
表
示
す
る

内
容
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
、
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著
者
は
「
依
他
起
性
が
真
の
自
相
で
あ
り
、
円
成
実
性
は
真
の
共
相
で
あ

る
」
（
四
九
七
頁
等
）
と
も
述
べ
、
「
自
相
」
「
共
相
」
を
「
個
別
の
法
」

と
「
法
性
」
の
関
係
と
し
て
捉
え
、
と
も
に
言
語
を
超
え
た
も
の
と
し
て

い
る
。こ

の
よ
う
に
、
著
者
は
、
「
自
相
」
「
共
相
」
に
つ
い
て
広
範
な
分
析
を

し
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
が
、
そ
の
捉
え
方
に
は
少
し
混

乱
も
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
元

来
、
仏
教
文
献
に
お
い
て
「
自
相
」
「
共
相
」
は
幾
つ
か
の
意
味
で
用
い

ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
自
相
は
自
性
と
同
義
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も

多
い
。
そ
の
場
合
、
自
相
は
、
言
語
と
結
び
つ
い
た
何
ら
か
の
本
質
（
実

体
）
が
意
味
さ
れ
て
お
り
、
無
自
性
・
空
の
立
場
か
ら
は
否
定
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
っ
て
、
著
者
の
言
う
「
自
相
」
（
す
な
わ
ち
究
極
の
自
相
）

と
は
対
極
に
あ
る
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
を
的
確
に
区
別

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
第
二
章
「
言
語
と

意
味
論
」
に
お
い
て
、
遍
計
所
執
性
は
自
相
（
自
性
）
が
な
い
か
ら
相
無

自
性
性
と
さ
れ
る
場
合
、
著
者
は
「
自
相
が
な
い
」
と
い
う
意
味
を
依
他

起
性
の
よ
う
な
自
相
、
著
者
の
言
葉
で
は
「
自
相
の
極
限
、
言
語
以
前
の

自
相
」
（
四
九
一
頁
）
、
が
な
い
こ
と
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が

（
二
三
八
’
二
四
二
頁
）
、
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
著
者
も
引
用
し

て
い
る
『
唯
識
三
十
頌
」
の
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
釈
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
遍
計
所
執
の
も
の
（
色
．
受
な
ど
）
は
自
相
と
し
て
執
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
自
相
は
、
空
華
の
ご
と
く
、
存
在
し
な
い
か
ら
相
無
自
性
性
な

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
自
相
」
は
言
語
表
現
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る

色
．
受
な
ど
で
あ
り
、
不
可
言
性
や
無
自
性
な
も
の
が
想
定
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
依
他
起
性
は
、
円
成
実
性
の
そ
れ
と

は
違
っ
て
、
雑
染
で
あ
っ
て
清
浄
な
所
縁
で
は
な
い
か
ら
、
す
な
わ
ち
勝

義
の
自
性
（
無
自
性
性
）
が
無
い
か
ら
、
勝
義
無
自
性
性
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
『
琉
伽
論
」
「
摂
決
択
分
思
所
成
慧
地
」
の
中
、
他
に
よ
る

こ
と
な
く
自
相
を
仮
設
す
る
も
の
が
実
有
で
あ
り
、
他
に
よ
っ
て
自
相
を

仮
設
す
る
も
の
が
仮
設
有
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
著
者
は

「
こ
の
よ
う
に
仮
設
（
有
）
は
、
そ
れ
自
身
の
自
相
を
持
つ
実
有
と
は
異

な
っ
て
、
た
だ
概
念
的
・
言
語
表
現
的
の
有
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」

（
二
九
九
頁
）
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
の
自
相
も
、
言
葉
に
よ
っ
て
表
示
さ

れ
る
よ
う
な
不
変
な
自
性
を
有
し
た
「
色
塩
」
「
受
濫
」
な
ど
で
あ
り
、

不
可
言
性
や
無
自
性
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
第
三
章
「
五
感
と
意

識
」
で
は
、
『
成
唯
識
論
述
記
』
に
基
づ
い
て
、
「
前
五
識
は
、
現
量
で
あ

り
、
自
相
の
み
を
縁
ず
。
そ
の
自
相
は
、
や
は
り
、
共
相
で
も
あ
る
よ
う

な
自
相
で
は
な
く
、
究
極
の
自
相
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
の
と
き
、

眼
識
の
対
象
は
、
青
・
黄
・
赤
・
白
等
（
の
し
か
も
独
自
相
）
の
み
で
あ

っ
て
、
長
・
短
等
は
含
ま
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
極
め
て
妥
当
な
結
論
で

あ
ろ
う
」
（
二
八
○
頁
）
と
語
る
。
こ
の
場
合
、
前
五
識
が
究
極
の
自
相

を
縁
ず
る
な
ら
ば
、
眼
識
の
対
象
が
青
・
黄
等
の
み
で
あ
り
、
長
・
短
等

は
含
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
矛
盾
で
あ
ろ
う
。
こ
の
説
は
顕
色
の
極
微

を
前
提
と
し
た
考
え
方
で
あ
っ
て
、
眼
識
が
究
極
の
自
相
の
色
法
を
何
ら

か
の
あ
り
方
で
識
別
す
る
と
す
れ
ば
、
色
と
形
は
同
等
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
識

別
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
、
紙
幅
の
制
限
が
あ
る
と
は
い
え
、
評
者
の
浅
学
の
た
め
、
紹
介
妬



や
議
論
が
本
耆
の
全
て
に
亘
る
こ
と
が
で
き
な
い
中
途
半
端
で
不
十
分
な

も
の
と
な
っ
た
こ
と
に
恐
縮
し
て
い
る
。
し
か
も
、
著
者
の
真
意
を
誤
解

し
て
い
る
こ
と
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
。
評
者
自
身
、
著

者
と
は
幾
分
異
な
っ
た
立
場
で
三
性
説
を
考
え
て
い
る
と
し
て
も
、
著
者

の
三
性
説
の
基
本
理
解
や
そ
れ
に
基
づ
く
認
識
の
構
造
、
特
に
言
語
を
中

心
に
し
た
認
識
の
あ
り
方
等
、
の
広
範
で
明
蜥
な
論
究
は
、
評
者
に
眼
を

ひ
ら
か
せ
て
く
れ
た
部
分
も
多
く
、
非
常
に
有
益
な
も
の
で
あ
っ
た
。
著

者
に
御
礼
を
申
し
上
げ
つ
つ
、
本
書
を
紹
介
す
る
次
第
で
あ
る
。

な
お
、
本
書
は
著
者
が
東
京
大
学
に
提
出
し
た
学
位
論
文
を
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。

注①
拙
論
⑩
「
三
性
説
に
お
け
る
唯
識
無
境
の
意
義
⑪
」
今
大
谷
学
報
」
号
．

＄
１
歩
届
き
）
、
拙
論
②
「
三
性
説
に
お
け
る
唯
識
無
境
の
意
義
②
」
（
『
大
谷

学
報
」
室
○
．
ご
‐
操
后
饅
）
特
に
拙
論
仙
石
ｇ
、
拙
論
②
注
（
Ｍ
）

②
あ
る
い
は
縁
起
し
た
諸
法
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
「
解
深
密
経
」
と
同

様
の
三
性
説
を
説
く
『
職
伽
論
」
「
摂
決
択
分
」
の
中
に
依
他
起
性
は
因
相
の

ご
と
く
に
無
数
に
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

③
拙
論
②

平
成
七
年
二
月
二
八
日
刊
春
秋
社
、
菊
版

刈
十
五
六
六
十
一
六
頁
、
定
価
二
一
、
○
○
○
円

［
、
国
ご
心
，
い
や
⑲
ｌ
旨
芦
』
、
、
‐
、
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