
物
事
が
存
在
す
る
、
あ
る
い
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
ど

う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
そ
の
こ
と
自
体
を
自
明
と
す
る

な
ら
ば
、
以
後
の
議
論
は
存
在
す
る
物
事
を
如
何
に
論
理
的
に
矛

盾
な
く
説
明
す
る
か
と
い
う
課
題
に
移
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
議
論
の
中
で
は
当
然
の
こ
と
な
が

ら
存
在
す
る
物
事
、
そ
れ
自
身
が
問
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
決
し

て
な
い
。
デ
カ
ル
ト
は
「
我
思
う
、
故
に
我
あ
り
。
」
と
言
っ
た

と
い
う
が
、
思
う
わ
れ
の
存
在
を
論
義
の
出
発
点
に
す
る
な
ら
ば
、

わ
れ
自
体
が
問
い
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
は
な

い
か
。
人
間
の
自
然
的
な
認
識
を
分
析
し
て
、
認
識
す
る
も
の
と

認
識
さ
れ
る
も
の
と
を
発
見
し
、
世
界
が
認
識
さ
れ
た
も
の
に
よ

っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
る
と
す
る
と
、
そ
の
世
界
の
中
に

何
が
存
在
し
何
が
存
在
し
な
い
か
を
認
識
す
る
も
の
は
従
っ
て
世

大
乗
仏
教
に
お
け
る
「
有
」
の
論
理

序

界
の
外
に
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え

る
な
ら
ば
、
自
己
の
身
体
や
性
格
と
い
っ
た
も
の
も
認
識
さ
れ
た

内
容
に
他
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
認
識
す
る
も

の
は
身
体
や
性
格
と
い
っ
た
も
の
の
他
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
身
体
か
ら
も
完
全
に
切
り
離
さ
れ
た
純

粋
な
認
識
主
体
を
通
常
わ
れ
わ
れ
は
「
我
（
ア
ー
ト
マ
ン
・
主
観
）
」

と
称
し
、
そ
れ
が
自
己
の
根
本
的
な
本
体
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

だ
か
ら
何
ら
か
の
認
識
が
存
在
す
る
限
り
、
認
識
の
対
象
は
様
々

に
疑
い
得
て
も
、
認
識
主
体
の
存
在
自
体
は
決
し
て
疑
い
得
な
い

わ
け
で
あ
る
。

釈
尊
を
生
ん
だ
当
時
の
イ
ン
ド
の
思
想
状
況
も
こ
れ
と
似
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
よ
り
も
人
間
の
思
考
様
式
そ
の
も
の
の

普
遍
性
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
わ
れ
が

存
在
し
、
外
界
が
存
在
す
る
。
そ
の
全
て
を
ど
の
よ
う
な
形
式
で

一
般
化
し
抽
象
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
こ
う
し
た
疑
問
に
対

織
田
顕

祐
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す
る
分
析
は
デ
カ
ル
ト
以
降
の
近
代
哲
学
の
展
開
に
先
ん
じ
て
、

釈
尊
当
時
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
中
に
は
一
元
論
・
二
元
論
・
唯
物
論
・
唯
心
論
な
ど
様

々
な
考
え
方
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
哲
学
的
立
場
の
相
違
を
整

理
し
て
六
に
数
え
た
り
も
す
る
が
、
そ
の
中
に
釈
尊
が
現
わ
れ
た

と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
諸
々
の
立
場
に
加
え
て
新
た
に
別
な

立
場
が
付
け
加
え
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば

釈
尊
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
そ
う
し
た
存
在
の
諸
々

の
解
釈
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
存
在
を
認
識
し
様
々
に
解
釈
す

る
人
間
の
能
力
を
仮
に
知
性
と
呼
ぶ
な
ら
、
知
性
は
確
か
に
人
間

の
固
有
の
特
性
で
あ
り
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
多
く
の
も
の
を
築

き
あ
げ
て
き
た
と
言
い
得
る
。
し
か
し
一
方
で
は
そ
の
知
性
の
故

に
人
間
は
「
わ
れ
」
な
る
存
在
を
造
り
出
し
、
そ
の
上
で
様
々
に

苦
し
み
悩
む
存
在
な
の
で
あ
る
。
人
間
ゴ
ー
タ
マ
の
出
家
の
理
由

が
、
そ
の
よ
う
な
人
間
存
在
の
根
本
的
な
苦
を
見
つ
め
た
結
果
で

あ
る
こ
と
は
四
門
出
遊
の
故
事
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
従

っ
て
仏
陀
の
成
道
は
そ
う
し
た
根
本
的
人
間
苦
か
ら
の
解
放
で
あ

る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
知
性
に
よ
っ
て
苦

悩
す
る
存
在
と
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
知
性
の
積
み
重
ね
に
よ
っ

て
そ
こ
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
必
然
的
に
幻
想
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
に
立
つ
な
ら
ば
、
仏
陀
が
「
無
我
」
と
教

え
る
こ
と
は
、
単
純
な
自
我
存
在
の
否
定
で
も
な
け
れ
ば
、
全
て

は
虚
無
で
あ
る
と
言
う
の
で
も
な
い
。
主
体
で
な
い
も
の
を
主
体

と
し
て
そ
れ
を
云
々
す
る
知
性
の
構
造
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
そ
し
て
何
故
「
無
我
」
な
の
か
を
説
明
す
る
論
理
が
「
縁

起
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
従
っ
て
内
な
る
構
造
と
し
て
の
縁

起
に
支
え
ら
れ
る
無
我
が
表
わ
す
内
容
は
、
わ
れ
が
存
在
し
外
界

が
存
在
す
る
こ
と
の
否
定
で
も
な
け
れ
ば
、
全
て
が
存
在
し
な
い

と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
無
我
と
い
う
表
現
自
体
が
、
我
の
否
定
と
い
う

形
式
を
と
る
た
め
に
そ
れ
は
何
ら
か
の
存
在
の
否
定
で
あ
る
と
受

け
と
め
ら
れ
る
に
至
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
釈
尊
の
無
我
説
は
あ

る
時
に
は
「
人
無
我
法
有
」
と
解
さ
れ
て
、
衆
生
の
無
常
の
み
を

意
味
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
に
一
旦
誤
解
さ
れ
て
陥
っ
た
閉
塞
状
況
は
、
も
は
や
も
と

の
無
我
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
は
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
て

あ
ろ
う
。
大
乗
仏
教
は
正
し
く
こ
う
し
た
課
題
を
背
負
っ
て
現
わ

れ
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
『
般
若
経
』
が
一
切
法
の
不
可

得
・
無
所
得
を
説
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
正
に
こ
う
し
た
事

情
を
背
景
と
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
し
か
し
そ
の

「
般
若
経
」
も
不
可
得
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
自
然
的
認

識
を
一
応
は
否
定
す
る
か
ら
、
先
ほ
ど
と
全
く
同
じ
論
法
に
よ
っ
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て
一
切
法
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
と
の
誤
解
を
受
け
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
の
誤
解
を
正
す
も
の
と
し
て
更
な
る
大
乗
経
典
が
現
わ

れ
る
が
、
そ
れ
は
虚
無
論
を
救
う
た
め
に
有
的
な
表
現
を
持
つ
こ

と
に
よ
っ
て
、
無
我
を
根
本
と
す
る
釈
尊
の
教
え
に
矛
盾
す
る
も

の
で
あ
る
と
の
誤
解
を
受
け
る
場
合
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
よ
う
で

あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
仏
教
の
展
開
の
中
で
中
期
大
乗
経

典
の
有
的
な
表
現
が
一
体
ど
の
よ
う
な
理
由
で
、
何
を
表
わ
そ
う

と
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
一
応
整
理
し
よ
う
と
試
み
た
も
の

で
あ
る
。
紙
面
の
都
合
も
あ
っ
て
充
分
な
論
証
が
で
き
な
い
か
も

し
れ
な
い
が
、
考
え
方
の
筋
道
だ
け
は
明
確
に
し
て
お
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

『
般
若
経
』
が
一
切
法
の
不
可
得
・
無
所
得
を
説
く
こ
と
は
既

に
述
雷
へ
た
通
り
で
あ
る
。
で
は
一
切
法
が
不
可
得
で
あ
る
と
は
ど

う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
と
表
現
す
れ

ば
そ
れ
は
既
に
不
可
得
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
こ
こ
で

は
『
般
若
経
』
が
ど
の
よ
う
な
論
理
で
そ
の
よ
う
な
関
係
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
絞
っ
て
考
え
て
い
き
た

､

人
間
の
自
然
的
認
識
の
中
で
は
、
全
て
の
存
在
物
は
自
己
が
そ

｜
『
般
若
経
』
の
如
に
つ
い
て

れ
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
る
。
つ
ま
り
わ
た
し
が
机
を
見
る
こ
と
に
お
い
て
机
が
存
在
す

る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
の
見
方
を
す
れ
ば
、

机
が
存
在
す
る
か
ら
我
々
に
お
い
て
机
と
い
う
認
識
が
成
り
立
つ

の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
哲
学
的
に
言
え
ば
前
者
が
認
識
論
、

後
者
が
存
在
論
の
立
場
に
相
当
し
よ
う
。
ま
た
、
認
識
の
内
容
を

「
机
が
あ
る
」
と
い
う
場
合
と
「
机
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
と
で

は
「
机
」
と
い
う
こ
と
ば
が
表
わ
し
て
い
る
内
容
は
微
妙
に
異
な

る
し
、
「
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
内
容
に
も
随
分
と
隔
り

が
あ
る
。
「
机
が
あ
る
」
と
言
う
場
合
の
「
机
」
は
個
々
に
そ
れ
ぞ

れ
色
・
形
な
ど
の
違
い
の
あ
る
具
体
的
な
現
実
存
在
を
表
わ
し
て

い
る
。
こ
れ
を
通
常
は
「
個
物
」
と
か
「
個
体
」
と
呼
ん
で
い
る
。

一
方
「
机
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
の
「
机
」
は
、
そ
れ
が
決
し
て

眼
前
に
存
在
し
て
い
な
い
場
合
で
も
話
題
の
対
象
と
な
り
得
る
。

従
っ
て
そ
れ
が
椅
子
や
鉛
筆
と
は
区
別
さ
れ
る
、
あ
る
性
質
を
持

つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を

通
常
は
「
机
一
般
」
と
か
机
の
「
本
質
」
と
称
す
る
よ
う
で
あ
る
。

「
机
が
あ
る
」
と
い
う
認
識
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ

め
本
質
と
し
て
の
机
が
了
解
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ

ま
り
単
に
個
物
Ａ
と
し
て
視
覚
等
の
対
象
と
な
っ
て
「
こ
れ
こ
れ
」

と
指
示
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
も
の
は
定
義
す
る
こ
と
も
で
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き
な
け
れ
ば
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点

か
ら
言
え
ば
認
識
理
解
さ
れ
う
る
の
は
個
物
の
上
に
表
わ
れ
て
い

る
、
そ
れ
が
そ
れ
で
あ
る
所
以
の
本
質
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
個
物
の
本
質
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
う

し
た
本
質
が
真
の
存
在
で
あ
り
普
遍
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
見
方
を
変
え
て
、
そ
れ
が
そ
れ
で
あ
る
所
以

は
、
そ
れ
が
そ
れ
以
外
の
も
の
と
区
別
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
と
考

え
れ
ば
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
そ
れ
が
机
で
あ
る
の
は

単
に
机
以
外
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う

こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見

た
時
、
机
は
本
質
を
持
っ
て
存
在
し
て
い
る
も
の
な
ど
で
は
な
く
、

か
え
っ
て
そ
れ
以
外
の
も
の
な
し
に
は
存
在
し
得
な
い
も
の
と
な

る
。
そ
し
て
机
同
様
、
椅
子
が
、
鉛
筆
が
、
：
…
・
そ
れ
ぞ
れ
の
存

在
が
そ
れ
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
区
別
さ
れ

る
と
き
そ
れ
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

関
係
の
中
で
、
全
体
か
ら
個
を
切
り
離
す
の
は
言
葉
の
仕
事
で
あ

る
。
つ
ま
り
個
物
Ａ
は
言
語
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
以
外

の
全
て
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
認
識
理
解
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
つ
ま
り
個
物
の
上
に
本
質
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
そ
れ
は
そ

れ
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
し
に
、
個
物
も
本
質
も
そ
れ
が
言
語

化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
以
外
の
全
て
か
ら
切
り
離
さ
れ
て

あ
た
か
も
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
か
の
如
く
理
解
さ
れ
る
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。

「
般
若
経
』
が
そ
の
前
半
で
繰
り
返
し
巻
き
返
し
一
切
法
の
不

可
得
を
力
説
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
わ
れ
わ
れ
の
自
然
的
認
識

（
分
別
）
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

具
体
的
に
経
文
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

色
と
色
相
と
は
空
で
あ
る
。
（
大
正
８
．
二
五
九
ｃ
）

こ
こ
で
色
と
色
相
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
一
般
的
存
在
Ⅱ
色
と

個
物
的
存
在
Ⅱ
色
相
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
一
般
的
存
在
の
方
は
、
そ
れ
以
外
の
存
在
と
区
別
さ
れ

て
は
じ
め
て
意
味
を
持
つ
と
い
う
点
で
他
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て

い
る
の
で
あ
り
、
個
物
的
存
在
は
因
縁
に
よ
っ
て
生
滅
す
る
と
い

う
点
で
い
ず
れ
も
空
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
ひ
と
ま
ず
仮
に
言
語
化
さ
れ
た
世
界
を
全
て
世
間
と
称
す
る
と

す
る
と
、
空
と
い
う
こ
と
ば
を
も
含
め
て
こ
れ
ら
は
全
て
世
間
内

の
事
柄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
色
と
色
相
を

依
り
ど
こ
ろ
と
す
る
認
識
と
そ
れ
ら
を
空
で
あ
る
と
す
る
理
解
と

は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
は
世
間
の
世
俗
（
色

と
色
相
）
と
世
間
の
勝
義
（
空
）
の
関
係
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

内
空
と
内
空
の
性
と
は
空
な
り
。
乃
至
無
法
有
法
空
と
無
法
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有
法
空
の
性
は
空
な
り
。
（
大
正
８
．
二
六
○
ａ
）

こ
こ
で
は
更
に
言
語
化
さ
れ
た
空
の
基
盤
と
も
言
う
ぺ
き
出
世
間

と
し
て
の
空
性
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
関
係
は
勝
義

の
中
の
区
別
と
し
て
勝
義
の
世
俗
（
空
）
と
勝
義
の
勝
義
と
呼
ぶ

こ
と
が
で
き
よ
う
。
先
ほ
ど
の
色
・
色
相
と
の
関
係
も
含
め
て
言

え
ば
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
色
と
色
相
…
世
間
世
俗

②
空
：
…
…
・
…
世
間
勝
義
（
勝
義
世
俗
）

③
空
性
・
・
…
…
．
（
出
世
間
）
勝
義

本
稿
の
立
論
の
上
で
こ
の
関
係
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ

の
三
者
の
重
層
関
係
を
、
㈲
言
語
化
と
‐
い
う
視
点
で
世
間
（
①
＋

②
）
と
出
世
間
（
③
）
の
関
係
、
口
虚
妄
性
と
い
う
視
点
で
虚
妄

（
①
）
と
真
実
（
②
＋
③
）
の
関
係
と
仮
称
す
る
こ
と
に
す
る
。

『
般
若
経
』
の
後
半
は
、
前
半
で
否
定
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
肯
定
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
言
語
化
に
よ
っ
て

意
味
づ
け
ら
れ
全
体
か
ら
分
節
さ
れ
た
具
体
的
な
個
々
の
存
在
を

言
語
化
以
前
と
し
て
表
わ
そ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
点
は
更
な
る
言
語
化
に
よ
っ
て
対
立
を
止
揚
し
て
い
く
と
い

う
哲
学
的
方
法
と
混
同
さ
れ
が
ち
な
の
で
特
に
注
意
を
要
す
る
。

言
語
化
以
前
と
い
う
こ
と
は
区
別
さ
れ
る
前
と
い
う
こ
と
で
あ
る

か
ら
存
在
の
全
体
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
「
悉
く
仏
性
有
り
」
に
つ
い
て

『
般
若
経
』
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
仏
陀
は
如
来
で
あ

る
」
と
い
う
結
論
は
、
前
章
の
分
析
に
従
っ
て
歴
史
的
な
一
人
格

と
し
て
の
仏
陀
釈
尊
の
上
に
、
あ
る
本
質
・
普
遍
性
を
見
い
出
し

た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
は
あ
く
ま
で
も

世
間
的
分
別
に
執
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
物
の
有
無
し
か
知
ら
ぬ

色
の
如
相
と
薩
婆
若
の
如
相
と
は
是
れ
一
如
に
し
て
二
無
く

別
無
し
。
（
大
正
８
．
三
三
四
ｃ
）

こ
こ
で
如
と
か
一
如
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
そ
の
全
体
を
表
わ
す
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
世
界
は
無
分
別
智
を
獲
得
し
た
仏
の
み

の
境
界
で
あ
り
、
そ
れ
故
仏
は
初
成
道
の
時
に
説
法
し
よ
う
と
は①

願
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
の
文
の
直
後
に
改
め
て
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
別
の
箇
所
で
は
、
こ
の
一
如
の
世
界
を
得
る
も
の
を
如
来
と

②
、

名
づ
く
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
『
般
若
経
』
で
は
既
に
一
如

と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
一
如
と
如
来
と
の
同
異
を
問
う
こ
と
は
蛇

足
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
仏
陀
が
「
無
我
」
と
「
縁
起
」
に
よ
っ
て
表

わ
そ
う
と
し
た
こ
と
は
、
色
と
色
相
の
空
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
更
に
空
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
世
界
そ
の
も
の
が
仏

陀
Ⅱ
如
来
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
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も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
普
遍
性
を
一
人
格
の
問
題
と
し
て
し
か

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
の
こ
う
し
た
本
質

的
な
誤
ち
を
明
ら
か
に
し
て
真
実
を
知
ら
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の

個
物
の
消
滅
を
通
し
て
普
遍
性
を
教
え
る
の
が
最
も
適
切
な
方
法

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
『
大
般
浬
梁
経
』
が
仏
陀
釈
尊
の
入
滅
と
い

う
事
柄
を
通
し
て
如
来
と
い
う
普
遍
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
は
正
に
こ
の
よ
う
な
理
由
に
依
る
の
で
あ
る
。
本
稿

寺
、
ａ

の
論
旨
の
上
で
は
結
論
的
に
「
仏
性
有
り
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
力

特
に
注
目
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
表
わ
す
の
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
、
序
品
か
ら
大
衆
問
品
ま
で
を
範
囲
と
し
て

考
察
し
て
み
た
い
。
な
お
そ
の
よ
う
に
範
囲
を
限
っ
た
理
由
は
、

彪
大
な
「
浬
藥
経
』
の
全
編
に
亙
っ
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
紙

面
の
都
合
上
不
可
能
な
こ
と
と
、
序
品
か
ら
大
衆
問
品
ま
で
は
原

初
的
な
『
浬
藥
経
』
の
組
織
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
よ

子
（
》
○

本
経
が
仏
陀
釈
尊
の
入
滅
を
舞
台
に
借
り
て
説
か
れ
る
た
め
に
、

何
よ
り
も
ま
ず
釈
尊
の
入
浬
桑
が
人
格
的
一
個
人
の
死
没
で
あ
る

と
考
え
る
者
に
対
し
て
浬
梁
の
本
意
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
課
題
を
負
っ
て
い
る
の
は
長
寿
品
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
釈
尊
が
如
来
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
如
来
の
寿
命

は
無
量
で
あ
る
こ
と
が
、

当
に
知
る
↑
へ
し
、
如
来
は
是
れ
常
住
法
な
り
、
不
変
易
法
な

Ｏ

賂
、
／

（
南
本
、
大
正
吃
．
六
二
一
Ｃ
）

と
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
『
般
若
経
』
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
「
如
」

の
論
証
や
「
如
来
」
の
定
義
づ
け
な
ど
は
全
く
省
略
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
「
浬
藥
経
」
が
『
般
若
経
』
を
前
提
と
し
な
が
ら
次

な
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
何
と
な
れ
ば
、
如
来
が
常
住
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が

「
般
若
経
』
の
言
う
よ
う
な
出
世
間
法
と
し
て
の
一
如
に
他
な
ら

な
い
こ
と
の
議
論
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
真
の
浬
桑
を
明
そ
う
と
す
る
に
あ
た
っ
て

ま
ず
「
如
来
は
常
住
で
あ
る
」
こ
と
が
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
一
人
格
と
し
て

の
仏
陀
の
身
上
に
お
こ
っ
た
と
こ
ろ
の
、
煩
悩
か
ら
の
解
脱
と
い

う
こ
と
と
浬
梁
と
の
等
質
性
を
人
々
が
誤
解
し
た
た
め
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
肉
体
が
存
統
す
る
限
り
煩
悩
か
ら
は
完
全
に

脱
却
し
て
い
て
も
真
の
浬
藥
で
は
な
い
と
す
る
見
方
に
よ
れ
ば
、

灰
身
滅
智
し
た
無
余
浬
藥
こ
そ
が
真
の
浬
葉
で
あ
り
解
脱
と
は
区

別
さ
れ
る
。
へ
き
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
る
。
こ
う
し
た
誤
解
を
改

め
る
た
め
に
は
仏
陀
の
本
質
が
肉
体
の
有
無
と
は
無
関
係
で
あ
る

こ
と
を
最
初
に
示
す
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
初
に

「
般
若
経
』
の
一
如
を
背
景
と
し
た
如
来
観
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
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る
。
も
と
も
と
一
如
と
は
言
語
化
以
前
の
存
在
全
体
を
表
わ
す
も

の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
自
体
は
不
増
不
減
の
不
変
易
法
で
あ
る

そ
し
て
そ
れ
が
言
語
化
を
経
て
人
間
に
向
う
時
に
、
様
々
な
具
体

相
を
取
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
本
質
的
に
等
質
で
あ

③

る
こ
と
は
、
既
に
純
陀
品
に
お
い
て
は
二
種
施
食
の
平
等
に
よ
っ

④

て
、
哀
歎
品
に
お
い
て
は
伊
字
の
三
点
の
譽
愉
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
本
質
的
に
等
質
な
の
で

あ
る
か
ら
、
ど
の
局
面
に
お
い
て
も
同
様
に
そ
の
等
質
性
を
示
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
表
わ
す
に
当
っ
て
最
も
適

切
な
の
は
仏
陀
の
全
生
涯
を
見
通
す
こ
と
の
で
き
る
入
滅
の
場
面

と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ

て
ま
ず
「
如
来
常
住
」
が
示
さ
れ
た
後
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
浬

藥
の
本
質
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
の
最
も
端
的
な
例
は
、

善
男
子
よ
、
浬
渠
の
義
と
は
即
ち
是
れ
諸
仏
の
法
性
な
り
。

（
南
本
、
大
正
型
．
六
二
二
ａ
）

の
文
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
法
性
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
『
般

若
経
』
が
空
性
と
言
っ
て
い
た
こ
と
と
同
じ
内
容
を
持
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
一
如
と
称
さ
れ
る
全
存
在
の
あ
り
方
が

一
々
の
具
体
的
個
物
を
通
し
て
顕
現
し
て
い
る
様
子
を
表
わ
す
こ

と
ば
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
課
題
と
な
る
の
は
、
そ

の
よ
う
な
関
係
は
一
人
一
人
の
人
間
の
上
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

と
し
て
表
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
を
明
ら

か
に
す
る
の
が
如
来
性
品
の
課
題
で
あ
る
。
如
来
性
品
は
、
迦
葉

⑤

の
「
二
十
五
有
に
我
は
あ
る
や
否
や
」
と
の
問
い
を
受
け
て
仏
陀

が
、

善
男
子
よ
、
我
と
は
即
ち
是
れ
如
来
蔵
の
義
な
り
。
一
切
衆

生
に
悉
く
仏
性
有
り
と
は
即
ち
是
れ
我
の
義
な
り
。

（
南
本
、
大
正
哩
・
六
四
八
ｂ
）

と
答
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
文
章
は
、
微
妙
な
言
い
ま
わ

し
に
よ
っ
て
重
要
な
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
細
心
の
注
意
を

は
ら
っ
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
「
我
の
義
」
と
い

わ
れ
る
の
は
、
「
我
」
そ
の
も
の
で
な
く
「
我
の
意
味
」
を
表
わ
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
存
在
と
し
て
の
「
我
」
と
そ
の

意
味
と
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

我
我
の
義

如
来
蔵
の
義
一
切
衆
生
悉
有
仏
性

こ
の
関
係
は
、
先
に
考
察
し
た
「
が
あ
る
」
と
「
で
あ
る
」
の
関

係
に
相
当
す
る
か
ら
、
「
悉
有
仏
性
」
は
、
「
わ
れ
で
あ
る
こ
と
」

の
内
容
を
表
わ
す
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
「
わ
れ
が
あ
る
」
こ
と

を
表
わ
す
の
は
「
如
来
蔵
の
義
」
が
そ
れ
に
相
当
す
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
如
来
蔵
に
つ
い
て
は
次
節
で
改
め
て
考
察
す
る

こ
と
に
し
て
、
今
は
こ
れ
ら
の
関
係
に
特
に
注
意
を
喚
起
す
る
に
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留
め
て
お
く
。
仏
性
の
「
性
」
と
は
、
既
に
空
性
・
法
性
と
し
て

用
い
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
「
で
あ

る
」
こ
と
を
表
わ
す
こ
と
ば
で
あ
っ
て
「
が
あ
る
」
を
表
わ
す
も

、
、

の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
従
う
な
ら
ば
、
「
仏
性
有
り
」
と

は
、
従
来
の
見
方
の
よ
う
に
可
能
性
と
し
て
の
仏
性
が
あ
る
と
読

む
よ
り
も
、
衆
生
は
仏
性
と
い
う
在
り
方
を
し
て
い
る
と
読
む
、
へ

き
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
更
に
衆
生
の
あ
り
方
と
し
て
の
「
仏
性
有

り
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

善
知
識
に
親
近
す
る
を
知
ら
ざ
る
が
故
に
無
我
を
修
学
す
。

ま
た
無
我
の
処
を
知
ら
ず
。
な
お
自
ら
無
我
の
真
性
を
知
ら

ず
、
況
ん
や
ま
た
能
く
我
の
真
性
有
る
を
知
ら
ん
や
。
善
男

子
よ
、
如
来
は
是
く
の
如
く
諸
の
衆
生
に
皆
仏
性
有
り
と
説

く
な
り
。
（
南
本
、
大
正
哩
・
六
四
九
ｂ
）

こ
こ
で
初
め
て
用
い
ら
れ
る
「
真
性
」
と
は
、
既
に
触
れ
て
き
た

空
性
・
法
性
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
ば
は
、
単
に
諸

法
の
あ
り
方
を
表
わ
す
と
い
う
の
で
な
し
に
、
あ
る
方
向
性
を
持

っ
て
そ
れ
を
表
わ
す
こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
の
方
向
性
と
は
、
仏
と

衆
生
の
関
係
で
言
え
ば
、
明
ら
か
に
仏
へ
向
か
う
方
向
性
で
あ
る
。

諸
法
の
真
実
の
あ
り
方
は
、
衆
生
の
分
別
と
は
本
来
関
係
が
な
い

か
ら
、
そ
れ
を
有
と
説
い
て
も
無
と
説
い
て
も
真
実
に
は
な
ら
な

い
。
た
だ
衆
生
の
分
別
を
否
定
す
る
た
め
に
「
無
我
」
と
説
い
た

こ
と
に
執
着
し
て
、
あ
る
者
は
断
見
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、

そ
れ
を
救
わ
ん
と
し
て
「
仏
性
有
り
」
と
説
い
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
有
る
と
も
無
い
と
も
言
う
こ
と
の
で
き
な
い
法
性
の

あ
り
方
を
衆
生
の
論
理
に
従
っ
て
表
現
し
た
の
が
「
衆
生
に
仏
性

有
り
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
衆
生
に
仏
性
有
り
」

と
い
う
こ
と
全
体
を
法
性
の
あ
り
方
の
表
現
と
し
て
理
解
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
法
性
と
い
う
こ
と
ば
は
表
現
さ
れ
た

内
容
と
し
て
不
偏
不
党
の
中
性
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
、
同
じ
よ
う
に
一
加
を
基
盤
に
す
る
と
言
っ
て
も
仏
と
衆

生
と
で
は
そ
れ
ぞ
れ
が
あ
る
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
如

来
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
場
合
は
積
極
的
な
陽
性
の
意
味
を
持
ち
、

本
質
性
と
現
実
性
と
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い

る
。
一
方
、
そ
れ
が
衆
生
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
場
合
は
、
そ
の
存

在
の
現
実
性
が
法
性
の
あ
り
方
と
は
あ
る
種
の
ず
れ
を
生
じ
て
い

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
衆
生
は
本
質
的
に

は
法
性
と
一
で
あ
っ
て
も
、
現
実
的
に
は
如
来
に
対
し
て
陰
性
的

な
負
の
存
在
で
あ
る
。
中
性
的
な
も
の
か
ら
負
の
方
向
に
ず
れ
て

位
置
す
る
分
だ
け
本
来
的
等
質
性
を
表
現
す
る
た
め
に
は
陽
性
の

も
の
が
必
要
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
「
衆
生
に
仏
性
有
り
」
と
は
正

し
く
そ
う
し
た
負
の
存
在
の
あ
り
方
を
本
来
的
な
立
場
に
立
っ
て

表
わ
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
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前
節
の
「
浬
藥
経
』
の
引
用
文
の
中
で
一
‐
我
と
は
即
ち
是
れ
如

来
蔵
の
義
な
り
」
と
示
さ
れ
た
如
来
蔵
に
就
い
て
は
『
浬
梁
経
』

の
中
で
は
あ
ま
り
詳
し
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
最
も

原
初
的
な
形
で
説
く
も
の
は
お
そ
ら
く
『
勝
鬘
経
』
で
あ
ろ
う
。

そ
の
『
勝
鬘
経
』
に
説
か
れ
る
如
来
蔵
の
内
容
に
つ
い
て
は
か
つ

⑥

て
小
稿
を
ま
と
め
て
い
る
の
で
重
複
を
避
け
た
い
。
そ
の
中
に
お

い
て
明
ら
か
と
な
っ
た
諸
点
の
中
で
本
稿
の
文
脈
に
お
い
て
特
に

注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
こ
で
の
如
来
蔵
が
如
来
の
あ
り
方
と
し

て
説
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
般
若
経
』
に
も
と
づ

く
一
如
と
そ
の
人
格
的
表
現
で
あ
る
如
来
を
基
盤
と
し
て
、
煩
悩

と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
負
の
存
在
と
考
え
ら
れ
る
衆
生
を
、
如

来
の
あ
り
方
と
し
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
結
果
的
に
「
衆
生
に
仏
性
有
り
」
と
い
わ
れ
る

こ
と
と
「
如
来
蔵
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
と
が
、
そ
れ
を
表
わ
そ
う

と
す
る
立
場
の
上
で
表
裏
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ

の
よ
う
な
見
方
に
立
つ
な
ら
ば
、
原
初
的
な
意
味
で
は
、
如
来
蔵

と
仏
性
と
は
決
し
て
全
同
の
内
容
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
こ
と
が

了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
『
勝
重
経
』
の
如
来
蔵
説
が
如
来
の
あ
り

方
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
本
経
に
お
い
て
は

三
「
如
来
蔵
有
り
」
に
つ
い
て

衆
生
の
あ
り
方
が
こ
れ
以
上
に
説
明
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

『
勝
鬘
経
」
に
よ
れ
ば
衆
生
と
は
非
本
来
的
な
如
来
の
あ
り
方
と

い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
最
も
端
的
に
示
す
の

は
自
性
清
浄
章
の
冒
頭
の
次
の
文
で
あ
る
。

世
尊
よ
、
生
死
は
如
来
蔵
に
依
る
な
り
。
如
来
蔵
を
以
て
の、

故
に
本
際
は
知
る
べ
か
ら
ず
と
説
く
。
世
尊
よ
、
如
来
蔵
有

、

、
、

る
が
故
に
生
死
を
説
く
。
是
れ
を
善
説
と
名
づ
く
。

（
傍
点
筆
者
、
大
正
哩
・
二
二
二
ｂ
）

傍
点
を
付
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
如
来
蔵
を
根
拠
と
し
て
そ
こ

に
お
い
て
生
死
を
説
く
の
み
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
論

理
構
造
は
、
こ
の
直
後
で
「
世
間
の
言
説
に
は
死
と
生
と
が
有
る

⑦

が
如
来
蔵
に
は
生
も
死
も
な
い
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
を
重
ね
合
わ

せ
れ
ば
一
層
明
瞭
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
こ
で
「
有
る
」

と
規
定
さ
れ
る
如
来
蔵
は
、
世
間
に
お
け
る
有
無
の
論
理
と
は
全

く
異
な
る
論
理
の
中
で
「
有
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
「
如
来
蔵
有
り
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
稿
の
主

な
文
脈
の
上
で
言
う
な
ら
ば
「
で
あ
る
」
こ
と
よ
り
も
「
が
あ
る
」

こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
如
来
の
あ
り
方

と
し
て
本
来
「
で
あ
る
」
の
論
理
に
属
す
寺
へ
き
内
容
が
、
名
詞
化

さ
れ
て
「
が
あ
る
」
の
論
理
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
に
至
っ
て
い

る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
『
勝
鬘
経
』
の
如
来
蔵

ワワ



説
は
、
仮
に
全
体
の
構
造
を
離
れ
て
こ
の
こ
と
ば
だ
け
が
一
人
歩

き
し
始
め
る
と
す
る
と
、
有
無
の
論
理
に
引
き
込
ま
れ
て
誤
解
さ

れ
や
す
い
危
険
性
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
由
に
よ
っ
て
本

経
の
如
来
蔵
は
、
中
国
の
仏
教
者
に
と
っ
て
は
か
な
り
理
解
し
に

く
い
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

次
に
同
じ
く
如
来
蔵
系
経
典
に
属
し
、
『
勝
童
経
』
よ
り
も
後
代

の
成
立
と
見
散
さ
れ
る
『
不
増
不
減
経
』
の
所
説
を
み
て
み
よ
う

「
不
増
不
減
経
』
で
は
、
一
法
界
に
お
け
る
法
身
と
衆
生
界
の
関

⑧

係
性
が
如
来
蔵
と
説
か
れ
る
。
つ
ま
り
『
勝
鬘
経
』
で
は
如
来
法

身
と
如
来
蔵
と
い
う
こ
と
ば
で
示
さ
れ
て
い
た
内
容
が
、
一
法
界

に
お
け
る
法
身
と
い
う
側
面
と
一
法
界
に
お
け
る
衆
生
界
と
い
う

側
面
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
本
経
は
、

こ
の
法
身
の
様
之
な
あ
り
方
が
衆
生
・
菩
薩
・
如
来
と
名
づ
け
ら

⑨

れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
法
身
よ
り
も
一
法
界

の
方
が
よ
り
普
遍
的
な
概
念
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
一
法
界
の
概
念
が
『
般
若
経
』
の
一
如
と
同
じ
内
容
を

持
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
根
拠
を
表
わ
す
と
い
う

点
に
お
い
て
、
．
法
界
」
と
い
う
中
性
の
表
現
は
、
如
来
・
如

来
法
身
と
い
っ
た
負
の
存
在
と
し
て
の
衆
生
に
相
対
す
る
こ
と
ば

よ
り
も
一
層
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
如
来
蔵
と

い
う
こ
と
ば
自
体
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
の
解
説
は
為
さ
れ
て
い

な
い
。
従
っ
て
関
係
性
を
表
わ
す
と
い
う
意
味
で
本
経
の
如
来
蔵

は
一
で
あ
る
」
の
論
理
に
属
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
「
が

あ
る
」
の
文
脈
の
中
で
説
か
れ
る
こ
と
は
、
如
来
蔵
で
は
な
く
次

の
文
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
法
界
の
両
面
と
し
て
の
衆
生
界
と

法
身
と
で
あ
る
。

、

衆
生
界
を
離
れ
ず
し
て
法
身
有
り
。
法
身
を
離
れ
ず
し
て
衆

、

生
有
り
。
衆
生
界
は
即
ち
法
身
な
り
。
法
身
は
即
ち
衆
生
界

な
り
。
（
大
正
妬
．
四
六
七
ｂ
）

こ
こ
で
は
、
法
身
と
衆
生
界
の
い
ず
れ
も
が
「
が
あ
る
」
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
来
一
で
あ
る
べ
き
も
の
が
両

側
面
を
持
つ
こ
と
自
体
が
既
に
非
本
来
性
の
顕
現
な
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
こ
で
「
法
身
有
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
一
応
世
間

の
論
理
に
従
う
も
の
で
あ
り
出
世
間
と
い
う
意
味
で
の
一
法
界
が

有
る
と
言
う
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

以
上
に
よ
っ
て
、
「
勝
這
経
』
が
「
如
来
蔵
有
り
」
と
い
う
の
は

出
世
間
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
如

来
蔵
説
の
理
解
し
に
く
さ
を
補
っ
て
後
代
の
『
不
増
不
滅
経
』
は

『
勝
鬘
経
』
の
よ
う
な
論
理
で
は
如
来
蔵
を
説
か
な
い
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

の句
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今
ま
で
触
れ
て
き
た
よ
う
な
仏
性
や
如
来
蔵
の
思
想
は
、
『
般

若
経
』
を
出
発
点
と
す
る
大
乗
仏
教
の
中
期
的
展
開
を
示
す
有
力

な
例
証
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
視
点
か
ら
ど
う
し
て
も
見
逃
す
こ

と
が
で
き
な
い
の
は
唯
識
思
想
で
あ
る
。
特
に
本
稿
の
文
脈
の
上

で
は
「
た
だ
識
の
み
有
り
」
と
言
わ
れ
る
ア
ー
ラ
ャ
識
説
が
注
目

せ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
「
界
の
五
義
」
に
つ
い
て
「
勝
這
経
』

⑩

と
の
関
連
が
云
々
さ
れ
て
い
る
真
諦
訳
の
「
摂
大
乗
論
』
と
世
親

の
『
釈
論
』
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
当
該
の
箇
所
は
『
大
乗

阿
毘
達
磨
経
』
か
ら
の
引
用
と
さ
れ
る
次
の
偶
頌
で
あ
る
。

此
界
無
始
時
一
切
法
依
止

若
有
諸
道
有
及
有
レ
得
二
浬
藥
一
（
大
正
瓠
・
一
五
六
ｃ
）

こ
の
偶
頌
は
、
二
行
目
の
意
味
が
了
解
し
難
い
。
ち
な
み
に
、
長

尾
雅
人
博
士
は
チ
尋
ヘ
ッ
ト
訳
か
ら
、

こ
れ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
〔
迷
い
の
〕
生
の
境
位

が
あ
り
、
ま
た
浬
藥
の
さ
と
り
が
あ
る
。

⑪

の
国
訳
を
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
先
の
二
行
目
は

「
若
し
有
れ
ば
諸
道
有
り
、
及
び
浬
藥
を
得
る
こ
と
有
り
」
と
読

む
ゞ
へ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
長
尾
訳
に
し
て
も
、
「
迷
い
の
生
」
と

「
涯
梁
の
さ
と
り
」
と
が
並
列
的
に
「
が
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い

四
「
唯
だ
識
の
み
有
り
」
に
つ
い
て

る
こ
と
か
ら
、
此
の
「
界
」
が
有
為
法
と
無
為
法
の
共
通
す
る
因

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
真

諦
訳
で
は
「
渥
梁
有
り
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
「
浬

盤
を
得
る
こ
と
有
り
」
と
言
う
の
で
あ
っ
て
諸
道
と
浬
藥
と
が
単

純
に
並
列
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
・
両
者
の
関
係
を
『
般
若
経
』

で
明
ら
か
に
さ
れ
た
一
如
の
視
点
か
ら
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
そ

れ
が
一
如
で
な
い
こ
と
を
煩
悩
と
称
し
、
そ
れ
が
一
如
で
あ
る
こ

と
を
浬
藥
と
称
す
る
の
で
あ
っ
て
、
一
如
の
中
に
煩
悩
と
浬
樂
と

が
並
列
す
る
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
仮
に
こ
こ
で

「
界
」
が
諸
道
と
浬
藥
の
共
通
の
因
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

浬
藥
を
無
為
法
と
し
て
で
は
な
く
単
に
無
漏
法
と
位
置
づ
け
る
べ

き
で
あ
る
。
そ
の
上
で
有
漏
法
と
無
漏
法
の
因
と
し
て
の
「
界
」

の
存
在
を
主
張
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
そ
れ
で
一
応
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
真
諦
訳
は
そ
う
い
う

関
係
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ

の
点
は
後
の
玄
英
訳
に
な
る
と
訳
語
の
上
で
一
層
明
瞭
に
表
現
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
偶
頌
は
玄
檗
訳
で
は
、

無
始
時
来
界
一
切
法
等
依

由
レ
此
有
一
一
諸
趣
及
浬
樂
証
得
一
（
大
正
瓢
．
三
二
四
ａ
）

と
な
っ
て
い
る
。
真
諦
訳
と
の
大
き
な
違
い
は
、
ま
ず
一
行
目
で

真
諦
訳
が
「
此
の
界
は
依
止
で
あ
る
」
と
い
う
文
脈
で
あ
っ
た
も
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の
を
、
玄
美
は
「
第
八
識
が
界
（
Ⅱ
因
）
で
あ
り
、
依
止
で
あ
る
」

と
い
う
文
脈
に
改
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
八
識
が
界
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
こ
の
識
が
諸
法
の
因
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

現
行
し
て
い
る
諸
法
を
執
持
し
て
い
る
こ
と
が
依
止
で
あ
る
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
第
八
識
は
芽
を
生
ず
る
た
め
の
種
と
し

て
因
で
あ
る
と
同
時
に
そ
れ
ら
を
支
え
る
大
地
で
も
あ
る
よ
う
な

存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
更
に
、
こ
の
偶
頌
は
『
成
唯
識
論
』

に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
様
々
に
解
釈
さ
れ
た
の
で

あ
る
が
、
今
日
そ
れ
ら
の
成
果
を
『
新
導
本
』
に
よ
っ
て
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
二
行
目
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、

、

「
有
」
を
二
重
に
読
ん
で
「
此
に
依
り
て
有
り
と
は
」
と
「
諸
趣

、有
り
と
は
」
と
い
う
形
で
注
釈
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
ょ

⑫

っ
て
こ
の
箇
所
は
「
此
の
識
有
る
に
由
り
て
善
悪
趣
有
り
」
と
い

う
意
味
に
な
る
。
下
句
に
つ
い
て
は
「
浬
藥
と
い
う
言
は
所
証
の

⑬
・

減
を
顕
わ
し
、
後
の
証
得
と
い
う
言
は
能
得
の
道
を
顕
わ
す
」
と

解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
は
、
浬
薬
は
有
為
法
で
は
な
い
か
ら

識
の
存
在
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
従
っ
て
「
有
る
」
と
言
う
寺
へ
き

も
の
は
そ
れ
を
得
る
た
め
の
道
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
見
解
（
無

性
の
説
と
註
釈
さ
れ
る
）
や
、
浬
藥
や
道
は
有
為
法
で
は
な
い
か

ら
、
そ
れ
ら
「
が
あ
る
」
と
は
言
え
な
い
か
ら
「
浬
藥
を
証
得
す

、
、

る
こ
と
が
あ
る
」
と
言
う
べ
き
だ
と
す
る
見
解
（
世
親
の
説
と
註

釈
さ
れ
る
）
を
い
ず
れ
も
斥
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
に
よ
っ

て
二
行
目
を
論
理
的
に
読
も
う
と
す
る
と
多
少
複
雑
な
工
夫
を
凝

ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
今
こ
の
点
を
『
新
導
本
』

に
従
っ
て
示
す
な
ら
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
此
れ
い
い
、
諸
趣
と
及
び
浬
渠
を
証
得
す
る
も
の
と
有
る
に
よ

り
て
有
り
。

②
此
れ
い
い
、
諸
趣
と
及
び
浬
藥
と
証
得
と
有
る
に
よ
り
て
有
り
。

③
此
れ
い
い
、
諸
趣
と
及
び
浬
樂
証
得
す
る
こ
と
有
る
に
よ
り
て

⑭

有
り
。

①
は
第
八
識
が
全
て
の
有
為
法
の
因
で
あ
る
と
い
う
論
理
で
全
体

を
解
釈
し
た
も
の
で
あ
り
、
②
は
第
八
識
が
執
持
識
で
あ
る
と
の

論
理
で
全
体
を
解
釈
し
た
も
の
で
あ
り
、
③
は
両
者
を
合
し
て
解

釈
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
①
の
読
み
方
の
中

で
は
浬
梁
は
あ
く
ま
で
も
無
為
法
で
あ
る
と
い
う
原
則
が
守
ら
れ

て
い
る
。
②
の
読
み
方
の
中
で
は
浬
藥
を
無
漏
法
と
解
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
第
八
識
が
一
切
法
の
依
止
で
あ
る
と
い
う
原
則
が
貫

か
れ
て
い
る
。
③
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
決
し
て
厳
密
で
は
な
い
が

原
則
に
抵
触
し
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
結
果
と
し
て
本
来
無
為
法
で
あ
る
べ
き
浬
藥

⑮

の
定
義
の
拡
大
に
つ
な
が
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
浬
梁
と
は
異

な
る
こ
と
ば
に
よ
っ
て
無
為
法
を
言
語
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

り員
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こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
『
成
唯
識
論
』
に
説

か
れ
る
真
如
は
一
切
の
識
の
活
動
の
外
側
で
説
か
れ
る
も
の
と
な

る
の
で
あ
る
。

以
上
の
諸
点
を
含
み
な
が
ら
再
び
真
諦
訳
の
偶
頌
を
み
て
み
よ

う
。
二
句
目
の
「
若
し
有
れ
ば
諸
道
有
り
」
と
は
先
に
述
べ
た
よ

う
に
ア
ー
ラ
ャ
識
を
因
と
し
て
衆
生
の
生
死
「
が
あ
る
」
と
い
う

意
味
と
な
ろ
う
。
こ
こ
で
の
識
と
生
死
の
関
係
は
更
互
因
果
で
あ

り
、
従
っ
て
両
者
「
が
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
意
味
は
同
じ
論
理
の

上
に
お
い
て
で
あ
る
。
一
方
「
浬
梁
を
得
る
こ
と
有
り
」
と
は
ア

ー
ラ
ャ
識
を
依
り
ど
こ
ろ
と
す
る
か
ら
還
滅
法
の
持
続
が
可
能
な

の
で
あ
り
最
終
的
に
浬
藥
に
至
り
得
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、

決
し
て
ア
ー
ラ
ャ
識
と
浬
藥
が
更
互
因
果
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
「
諸
道
あ
り
」
と
い
わ
れ
る
こ
と

と
「
浬
藥
を
得
る
こ
と
が
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
で
は
同
じ
よ

う
に
「
が
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
じ
論
理
の
中

で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

『
摂
大
乗
論
』
で
は
こ
れ
以
上
の
表
現
で
「
識
の
有
」
を
主
張

す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
『
成
唯
識
論
』
に
至
る
と
積
極
的

に
「
識
の
有
」
が
主
張
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
お
い
て
『
成

唯
識
論
』
の
所
説
は
誤
解
を
受
け
易
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
そ

こ
に
お
け
る
「
識
の
有
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
を
具
体
的
に
表
わ
し
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な
文
で
あ
る
。

境
は
内
識
に
依
り
て
仮
立
す
る
が
故
に
唯
だ
世
俗
の
み
に
有

り
。
識
は
是
れ
仮
の
境
の
所
依
の
事
な
る
が
故
に
亦
た
勝
義

に
も
有
り
。
（
大
正
瓢
・
一
ｂ
）

こ
こ
で
は
境
と
識
と
が
い
ず
れ
も
「
有
り
」
と
さ
れ
る
こ
と
の
意

味
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
境
が
世
俗
の
立
場
に
お
い
て

の
み
有
と
さ
れ
る
と
い
う
意
味
は
了
解
し
易
い
。
そ
れ
に
対
し
て

識
が
勝
義
に
お
い
て
有
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
は
注
意
を
必
要
と

⑯

す
る
。
『
述
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
勝
義
と
言
っ
て
い
る
の
は

世
間
勝
義
を
意
味
す
る
も
の
と
註
釈
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
同
じ

よ
う
に
勝
義
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
『
般
若
経
』
が
空

性
と
い
う
こ
と
ば
で
表
わ
そ
う
と
し
て
い
た
出
世
間
と
い
う
意
味

の
勝
義
で
は
な
く
、
識
の
有
は
境
の
有
に
比
蕊
へ
て
一
段
真
理
に
近

い
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

境
は
世
間
世
俗
に
お
い
て
の
み
、
つ
ま
り
人
間
の
日
常
的
認
識
の

世
界
の
中
に
お
い
て
の
み
「
有
り
」
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

実
体
的
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
境
は
世
間

の
勝
義
に
お
い
て
は
空
と
言
わ
れ
る
、
へ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
識
は
日
常
的
認
識
を
生
み
出
す
主
体
で
あ
る
か
ら
認
識
そ

の
も
の
が
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て
「
有
り
」
と
せ
ら
れ
る
ゞ
へ
き

で
あ
る
。
こ
の
点
を
世
間
の
勝
義
と
言
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
識

、ハ

ムり



の
有
と
境
の
空
と
は
表
現
の
上
で
表
裏
の
関
係
に
あ
る
も
の
の
同

じ
内
容
を
表
わ
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

つ
ま
り
識
の
有
と
は
、
一
切
法
の
空
を
肯
定
的
に
表
現
し
た
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
を
出
世
間
の
勝
義
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
ち
な
み
に
『
成
唯
識
論
』
で
は
四
真
一
俗
と
し
て
、
勝
義

⑰

に
四
種
の
段
階
を
説
く
の
で
あ
り
、
世
間
勝
義
は
そ
の
中
の
最
も

低
い
と
こ
ろ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

以
上
で
釈
尊
に
よ
っ
て
縁
起
・
無
我
と
表
現
さ
れ
た
こ
と
が

「
般
若
経
」
を
経
て
中
期
大
乗
仏
教
の
中
で
ど
の
よ
う
に
有
的
に

表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
概
観
し
得
た
よ
う
に
思
う
。
『
般
若
経
』

の
中
で
は
ど
の
よ
う
な
位
層
に
お
い
て
も
何
事
か
を
「
有
」
と
表

現
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
中
期
の
大
乗
仏
教
で
は
い
く
つ
か

の
文
脈
で
「
有
」
が
説
か
れ
て
い
る
。
表
現
の
上
で
共
通
す
る
か

ら
と
い
っ
て
こ
れ
ら
を
全
て
人
間
の
日
常
的
な
常
識
に
よ
っ
て
理

解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
大
い
な
る
誤
り
で
あ
り
、
各
経
典
の
展

開
の
必
然
性
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
『
浬
樂
経
』
が
「
悉
有
仏

性
」
と
言
う
こ
と
は
、
出
世
間
的
真
実
を
空
性
↓
法
性
↓
仏
性
と

表
現
し
て
き
た
歴
史
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
全
て
の
衆
生
の

本
来
的
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
又
『
勝
鬘
経
』

結

が
「
如
来
蔵
有
り
」
と
言
う
の
は
、
衆
生
と
如
来
と
の
本
来
的
同

一
を
如
来
の
あ
り
方
と
し
て
示
す
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
基
本
的
に
は
出
世
間
そ
の
も
の
を
言
語
化
し
た
も
の

と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
如
来
蔵
を
説
く
経
典
の
中

で
も
後
期
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
『
不
増
不
減
経
』
で
は
出
世

間
そ
の
も
の
で
は
な
し
に
そ
の
具
体
性
が
「
有
」
と
説
か
れ
て
い

る
。
更
に
唯
識
教
学
で
は
「
識
の
有
」
を
説
く
の
み
に
留
ら
ず
、

文
脈
に
よ
っ
て
は
日
常
的
な
常
識
的
認
識
の
中
で
の
「
有
」
に
至

る
ま
で
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
中
期
大
乗
仏
教
の
中

に
は
、
出
世
間
に
関
説
す
る
場
面
で
用
い
ら
れ
る
「
有
」
と
世
間

の
範
囲
の
中
を
問
題
に
す
る
「
有
」
と
が
混
在
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
「
有
」
が
い
ず
れ
も
あ
る
真
実
性
を
表
現

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
真
実

と
は
、
単
に
一
般
的
認
識
の
非
真
実
性
を
明
す
の
み
の
も
の
か
ら

出
世
間
の
究
極
的
真
実
を
表
わ
す
も
の
ま
で
を
含
む
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
出
世
間
の
究
極
的
真
実
の
み
を
勝
義
と
す
る
立
場
か

ら
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
以
外
は
全
て
世
間
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る

か
ら
世
俗
又
は
世
俗
諦
で
あ
る
と
す
る
こ
と
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
勝
義
と
世
俗
と
を
ど
こ
で
区
別
す
る
か
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
『
述
記
』
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
『
成
唯
識
論
』
は
四
真
一
俗

⑱

を
説
き
、
『
聡
伽
論
』
は
四
俗
一
真
を
説
く
と
し
て
見
事
に
整
理
し

の ワ
ム ィ



（
所
詮
の
真
如
）
勝
義
勝
義

下
半
分
は
本
稿
で
扱
っ
“
た
経
論
の
中
に
説
か
れ
る
諸
概
念
が
四
真

一
俗
及
び
四
俗
一
真
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
経
論
が
限
ら
れ
た
文
脈
の
中
で
の
み

「
有
」
を
説
く
こ
と
が
明
瞭
に
な
る
と
思
う
。
つ
ま
り
『
琉
伽
論
』

の
言
う
勝
義
を
有
と
説
く
経
論
の
中
で
は
そ
れ
以
外
を
有
と
説
く

こ
と
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
如
来
蔵
と
ア
ー
ラ
ャ
識
と
を
一
緒
に
説
く
も
の
、
例

え
ば
『
起
信
論
』
な
ど
で
は
こ
の
点
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
点
に
注
意
し
な
が
ら
い
く
つ
か
の
例
文
を
挙
げ
て

み
よ
』
『
ノ
。

、
、

①
如
来
蔵
に
依
る
が
故
に
生
滅
心
有
り
。

（
傍
点
筆
者
、
大
正
認
。
五
七
六
ｂ
）

、
、

②
自
ら
己
身
に
真
如
法
有
り
と
信
じ
て
発
心
修
行
す
。

て
い
る
。
そ
の
関
係
を
図
で
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

職
伽
論
成
唯
識
論
（
般
若
経
）

世
間
世
俗
（
宅
舎
軍
林
な
ど
）
（
色
・
色
相
）

道
理
世
俗
（
瀧
界
処
な
ど
）
世
間
勝
義

証
得
世
俗
（
苦
集
滅
道
な
ど
）
道
理
勝
義

勝
義
世
俗
（
勝
義
を
安
立
す
る
証
得
勝
義
（
空
性
・
如
）

世
俗
Ⅱ
こ
と
ば
）

（
傍
点
筆
者
、
大
正
詑
・
五
七
八
ｂ
）

、
、

③
修
多
羅
に
如
来
蔵
に
依
る
が
故
に
生
死
有
り
、
如
来
蔵
に
依

る
が
故
に
浬
藥
を
得
、
と
説
く
を
間
き
て
…
…
。

（
傍
点
筆
者
、
大
正
鎚
・
五
八
○
ａ
）

①
の
文
で
は
生
滅
心
が
、
②
の
文
で
は
真
如
が
そ
れ
ぞ
れ
「
有
り
」

と
言
わ
れ
て
い
る
。
『
起
信
論
』
所
説
の
生
滅
心
は
先
の
図
表
の
中

で
は
世
間
世
俗
に
相
当
す
る
か
ら
、
『
起
信
論
』
は
先
の
両
群
の
用

法
を
兼
ね
備
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
③
の
引
用
文
の
「
修

多
羅
」
と
は
具
体
的
に
は
『
勝
髭
経
』
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
従
っ
て
こ
の
文
を
『
勝
童
経
』
の
先
の
引
用
文
と
重
ね
合

わ
せ
て
理
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で

特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
『
勝
鬘
経
』
で
は

、
、

、
、

如
来
蔵
有
る
が
故
に
生
死
を
説
く
。
（
大
正
廻
・
二
一
三
ｂ
）

仏
性
如
来
蔵
法
身
（
法
界
）
（
混
藥
）
（
真
如
）

浬
樂
経
勝
鬘
経
不
増
不
減
経

衆
生
界

摂
大
乗
論

諸
趣

界

成
唯
識
論

境識
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と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
両
者
は
表
現
の
上
で
は
よ
く
似
て
い
る
が
、

「
有
る
」
と
い
わ
れ
る
立
場
が
全
く
逆
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は

、
、

な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
注
意
を
怠
る
と
い
ず
れ
も
が
「
如
来
蔵
有
る

、
、

が
故
に
生
死
有
り
」
と
説
い
て
い
る
か
の
如
く
に
誤
解
し
が
ち
で

⑲

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
た
如
来
蔵
は
「
若
し
有
れ

ば
諸
道
有
り
」
と
言
わ
れ
る
ア
ー
ラ
ャ
識
と
表
現
の
上
で
全
く
重

な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
『
起
信
論
』
は
極
め
て
誤

解
を
受
け
易
い
表
現
を
持
つ
論
害
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
は
始
め
に
触
れ
た
よ
う
に
、
広
範
な
中
期
大
乗
仏
教
の
経

論
に
つ
い
て
精
密
な
論
証
を
積
み
重
ね
た
も
の
で
は
な
い
。
全
て

の
教
説
を
等
し
く
仏
陀
の
教
法
と
し
て
ひ
と
つ
の
も
の
と
見
る
た

め
に
は
ど
う
い
う
視
点
が
開
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
関

心
の
も
と
に
要
点
の
み
を
連
ね
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
教

法
に
説
か
れ
た
有
的
表
現
は
、
そ
れ
が
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
故
に
人
間
の
日
常
的
な
関
心
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
易
い
。
原
始

経
典
か
ら
『
般
若
経
』
へ
、
更
に
『
般
若
経
』
か
ら
中
期
大
乗
経

典
へ
と
展
開
し
た
仏
教
の
歩
み
は
、
正
に
そ
う
し
た
、
こ
と
ば
に

よ
る
表
現
を
め
ぐ
る
葛
藤
の
歴
史
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

従
っ
て
そ
れ
ら
を
平
面
的
に
並
べ
て
日
常
的
な
理
解
を
以
て
解
釈

し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
全
く
非
仏
教
的
な
態
度
、
と
し
て
誠
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

註①
大
正
８
．
三
三
五
ａ

②
大
正
８
．
三
三
五
Ｃ

③
南
本
、
大
正
⑫
．
六
二
ｂ
ｌ
ｃ

④
南
本
、
大
正
哩
・
六
一
六
ｂ

⑤
南
本
、
大
正
哩
・
六
四
八
ｂ

⑥
拙
稿
「
浄
影
寺
慧
遠
に
お
け
る
「
依
持
と
緑
起
」
の
背
景
に
つ
い

て
」
（
「
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
」
第
五
十
二
号
所
収
）
の
第
二
節
参
照
。

⑦
大
正
哩
・
二
二
二
ｂ

③
大
正
焔
．
四
六
七
ａ

⑨
大
正
恥
．
四
六
七
ｂ

⑩
例
え
ば
、
両
者
の
関
係
を
否
定
的
に
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
は
長

尾
雅
人
著
「
摂
大
乗
論
和
訳
と
注
解
上
』
七
十
八
頁
の
（
注
３
）
、

ま
た
両
者
を
積
極
的
に
重
ね
て
み
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
は

高
崎
直
道
稿
「
真
諦
訳
・
摂
大
乗
論
世
親
釈
に
お
け
る
如
来
蔵
説

ｌ
宝
性
論
と
の
関
連
ｌ
」
（
『
結
城
教
授
頌
寿
記
念
仏
教
思
想
史

論
集
』
二
四
一
頁
’
二
六
四
頁
所
収
）
な
ど
が
あ
る
。

⑪
長
尾
前
掲
吾
七
十
五
’
六
頁

⑫
『
成
唯
識
論
』
巻
第
三
に
は

此
に
由
り
て
有
り
と
は
、
此
の
識
有
る
に
由
る
な
り
。
諸
趣
有

り
と
は
、
善
悪
趣
有
る
な
り
。
（
大
正
剖
・
一
四
ａ
）

と
あ
る
。

⑬
大
正
証
・
一
四
ｂ

⑭
『
新
導
成
唯
識
論
」
巻
第
三
、
一
七
（
二
三
）
頁

⑮
ち
な
み
に
『
成
唯
識
論
』
巻
第
十
（
大
正
瓠
。
五
五
ｂ
）
で
は
、

本
来
自
性
清
浄
浬
鑿
・
有
余
依
浬
薬
・
無
余
依
浬
藥
・
無
住
処
浬
桑
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の
四
種
浬
築
を
説
く
。

⑯
大
正
娼
・
二
四
三
ｃ

⑰
『
成
唯
識
論
』
巻
第
九
（
大
正
瓢
．
四
八
ａ
）

⑬
『
聡
伽
師
地
論
」
巻
第
六
十
四
（
大
正
訓
・
六
五
三
Ｃ
ｌ
四
ａ
）

⑲
そ
の
典
型
的
な
例
を
平
川
彰
著
『
大
乗
起
信
論
」
（
仏
典
講
座
魂
）

の
九
七
頁
一
行
目
な
ど
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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