
真
俗
二
諦
論
は
、
仏
教
に
お
い
て
種
々
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
最
も
素
朴
な
解
釈
と
し
て
は
、
真
諦
（
勝
義
諦
）
と
は
仏
法
で
あ
り
、

俗
諦
（
世
俗
諦
）
と
は
世
法
で
あ
る
と
い
う
分
割
的
解
釈
で
あ
る
が
、
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、
そ
の
目
的
で
あ
る
正
覚
・
解
脱
・
浬
藥

の
境
地
そ
の
も
の
の
真
実
が
勝
義
諦
で
あ
り
、
そ
の
境
地
に
到
達
す
る
た
め
の
方
便
が
世
俗
諦
で
あ
る
と
い
う
の
が
最
も
一
般
的
な
解
釈

で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
勝
義
諦
と
は
不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の
真
実
そ
の
も
の
で
あ
り
、
世
俗
諦
と
は
そ
の
勝
義
諦
を
証
得
す
る
た
め

の
思
想
言
語
（
教
法
）
等
で
あ
る
が
、
こ
の
世
俗
諦
に
よ
っ
て
勝
義
諦
に
到
る
と
い
う
言
教
の
二
諦
説
に
お
け
る
三
諦
の
間
の
関
係
に
は
、

大
別
し
て
一
一
種
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
勝
義
諦
の
証
得
の
た
め
に
世
俗
諦
が
肯
定
的
に
設
定
さ
れ
る
場
合
と
、
否
定
的
に
設
定

さ
れ
る
場
合
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
世
俗
諦
論
は
、
世
俗
諦
を
勝
義
諦
証
得
の
た
め
の
否
定
媒
介
と
し
て
解
釈
し

て
い
る
も
の
と
し
て
完
成
度
の
高
い
最
終
的
な
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
世
俗
諦
論
は
、
か
れ
自
身
は
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
（
月
称
）
か
ら
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
（
寂
天
）
へ

と
い
う
系
譜
に
お
け
る
プ
ラ
ー
サ
ン
ギ
カ
中
観
説
に
お
け
る
世
俗
諦
解
釈
を
継
承
す
る
も
の
と
自
認
し
、
そ
の
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
．

し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
か
れ
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
世
俗
諦
論
が
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
等
の
そ
れ
と
全
面
的
に
同
一
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
等
の
中
観
説
を
全
面
的
に
受
容
し
継
承
し
つ
つ
も
、
ツ
ォ
ン
ヵ
パ
独
自
の

ヅ
ォ
ン
カ
パ
の
世
俗
諦
論

、
Ｐ
ｌ
Ｊ

／

川

一

乗

1



級
密
な
分
析
を
も
っ
て
、
そ
れ
を
よ
り
以
上
に
明
確
に
し
よ
う
と
し
て
発
展
展
開
せ
し
め
た
と
い
う
結
果
に
お
い
て
、
自
ず
と
相
異
の
生

じ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
に
お
け
る
世
俗
諦
解
釈
の
特
色
は
、
世
俗
諦
を
否
定
的
に
設
定
し
、
世
俗
諦
の
否
定
に
お
い
て
勝
義
諦
が
明
確
に

さ
れ
る
と
い
う
相
互
矛
盾
の
関
係
を
基
本
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
空
性
の
真
実
（
勝
義
諦
）
に
お
い
て
、
一
切

の
事
物
は
自
相
（
自
性
．
自
体
）
を
も
っ
て
成
立
し
て
い
な
い
の
に
、
し
か
も
成
立
し
て
い
る
と
執
着
す
る
無
明
の
諦
執
（
真
実
で
あ
る

と
執
着
す
る
こ
と
）
に
お
い
て
世
俗
諦
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
世
俗
諦
は
虚
妄
を
本
質
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
空

性
の
真
実
を
証
成
す
る
た
め
の
否
定
媒
介
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
空
性
の
真
実
を
知
る
こ
と
に
関
わ
る
世
俗
諦
の
他
に
、
ツ
ォ
ン
カ
。
〈
は
、
空
性
の
真
実
を
知
る
こ
と
に
関
わ
り
の
な
い
世

間
の
言
説
（
慣
習
）
に
お
け
る
世
俗
諦
を
別
に
設
定
し
て
い
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
い
い
方
で
い
え

ば
、
〃
縁
起
の
道
理
に
よ
っ
て
伺
察
さ
れ
て
い
な
い
常
識
的
な
事
柄
″
と
し
て
の
世
俗
諦
に
相
当
す
る
。
例
え
ば
＄
鏡
に
写
っ
た
顔
は
、

顔
の
影
像
で
あ
っ
て
顔
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
鏡
に
写
っ
た
顔
は
影
像
と
し
て
は
存
在
す
る
が
、
顔
と
し
て
は
空
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
仏
教
を
知
ら
な
い
普
通
人
に
よ
っ
て
も
了
解
さ
れ
る
言
説
に
お
け
る
世
俗
諦
で
あ
っ
て
、
空
性
の
真
実
を
知
る
た
め
の
世
俗
諦
で

は
な
い
、
と
い
う
如
く
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
瓶
を
瓶
と
見
る
普
通
の
世
俗
諦
は
、
空
性
の
真
実
を
知
る
こ
と
に
関
わ
り
の
な
い
言
説

の
証
権
に
よ
っ
て
証
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
逆
に
い
え
ば
、
言
説
の
証
権
に
よ
っ
て
は
空
性
の
真
実
は
知
ら
れ
な
い
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
言
説
の
証
権
に
よ
る
正
（
実
世
俗
）
と
邪
（
邪
世
俗
）
と
は
、
空
性
の
真
実
を
知
る
こ
と
に
関
わ
り
の
な
い

も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
こ
の
言
説
の
証
権
に
お
け
る
正
と
邪
と
は
、
空
性
の
真
実
を
知
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
い
ず
れ
も
す

べ
て
邪
（
虚
妄
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
勝
義
諦
証
得
の
た
め
の
否
定
媒
介
と
し
て
の
世
俗
諦
が
、
こ
こ
に
詳
細
に
論
究
さ
れ
、
世
俗
諦
論
の
一
つ
の

完
成
態
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
ら
四
目
３
国
量
・
月
称
②
８
１
＄
ｅ
の
『
入
中
論
Ｓ
昏
患
旨
蒼
尋
ミ
ミ
ミ
息
言
逗
争
）
」
に
対
す
る
ツ
ォ
ン
カ
パ
（
目
山
目

唇
煙
冨
・
宗
喀
巴
届
３
－
Ｅ
ご
）
の
註
釈
書
偲
。
貴
曾
望
息
頚
旦
は
、
チ
、
ヘ
ッ
ト
仏
教
を
代
表
す
る
ゲ
ー
ル
ク
派
に
お
い
て
、
仏
教
の
哲
学
的
研
究

に
は
欠
か
せ
な
い
重
要
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
学
習
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
高
度
に
哲
学
的
で
あ
り
き
わ
め
て
難
解
で
あ
る
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル

テ
ィ
の
「
入
中
論
』
の
解
読
を
試
み
た
拙
著
「
空
性
思
想
の
研
究
』
（
以
下
、
「
拙
著
」
と
略
称
）
に
お
い
て
も
、
こ
の
ツ
ォ
ン
カ
。
〈
の
註
釈
害
を
参
照

し
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
解
読
を
試
み
た
。
し
か
し
、
チ
。
ヘ
ッ
ト
仏
教
の
教
学
に
対
す
る
知
識
を
全
く
持
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
解
読
は
充
分
な

も
の
で
な
く
、
剰
へ
多
く
の
誤
読
が
見
出
さ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
、
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
の
入
中
論
註
偲
。
営
曾
竜
息
霞
ミ
を
再
び
解
読
し
な
お
し
つ
つ
、

先
の
拙
著
へ
の
補
稿
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
拙
稿
で
あ
る
。
幸
い
に
も
、
ゲ
ー
ル
ク
派
の
学
僧
ツ
ル
テ
ィ
ム
・
ケ
サ
ン
氏
が
、
非
常
勤
講
師
、
嘱
託

研
究
員
と
し
て
大
谷
大
学
に
勤
務
し
て
い
る
関
わ
り
の
中
で
、
氏
よ
り
多
く
の
教
示
・
助
言
を
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
拙
稿
で
試
み
て
い
る
一
連
の

解
読
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
拙
著
に
お
け
る
誤
謬
を
少
し
く
取
り
除
き
、
不
明
瞭
な
点
を
幾
分
な
り
と
も
明
瞭
に
な
さ
し
め
る
こ
と
が
、
こ

れ
か
ら
も
可
能
と
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

一
、
拙
稿
は
、
先
の
拙
稿
「
ツ
ォ
ン
ヵ
パ
の
二
諦
説
総
論
」
（
「
大
谷
学
報
」
第
六
四
巻
第
二
号
）
に
続
く
部
分
の
解
読
で
あ
る
。

一
、
拙
稿
は
、
拙
著
九
○
’
一
○
一
頁
に
相
当
す
る
。
た
だ
し
、
拙
著
に
お
け
る
解
読
文
に
拘
泥
せ
ず
、
可
能
な
限
り
よ
り
よ
く
理
解
し
や
す
い
表
現

一
、
解
読
に
当
っ
て
は
、
目
。
の
（
北
京
版
『
西
蔵
大
蔵
経
』
ｚ
○
・
国
畠
）
を
底
本
と
し
、
そ
の
頁
数
を
示
す
に
止
め
た
が
、
他
に
、
一
九
七
三
年
に
イ

ン
ド
の
チ
、
ヘ
ッ
ト
僧
院
よ
り
校
定
出
版
さ
れ
た
ご
日
。
‐
唱
侭
‐
ｇ
‐
Ｈ
：
‐
、
巴
を
参
照
し
た
。

一
、
解
読
文
の
中
で
、
段
落
を
下
げ
て
引
用
文
を
示
し
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
、
「
」
で
示
し
た
も
の
は
ま
さ
し
く
の
引
用
文
で
あ
り
、
「
」
の

な
い
も
の
は
、
「
入
中
論
」
の
本
文
も
冨
跨
・
Ｉ
Ｆ
Ｏ
昌
切
：
置
く
①
辰
の
句
○
巨
閉
旨
本
）
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

を
志
向
し
つ
つ
再
解
読
を
試
み
た
。

世
俗
諦
解
釈

一
、
世
俗
は
或
る
も
の
に
と
っ
て
諦
で
あ
り
、
或
る
も
の
に
と
っ
て
諦
で
は
な
い
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⑪
、
直
接
の
意
味
ｌ
己
厨
司
‐
己
留
」
Ｉ

①こ
れ
に
よ
っ
て
、
諸
有
情
は
、
如
実
な
る
事
物
の
自
性
を
見
る
こ
と
が
覆
障
さ
れ
、
虚
証
と
な
っ
て
い
る
が
故
に
、
愚
痴
で
あ
る
。

②

す
な
わ
ち
、
無
明
が
事
物
の
自
体
は
自
性
を
も
っ
て
存
在
し
な
い
の
に
自
性
を
も
っ
て
存
在
す
る
と
増
益
し
、
本
質
の
自
性
（
空
性
）

を
見
る
こ
と
を
覆
障
し
て
い
る
、
と
い
う
性
質
を
有
す
る
の
が
世
俗
で
あ
る
。

こ
れ
が
世
俗
謡
と
い
う
場
合
の
諦
で
あ
る
。
世
俗
的
な
も
の
が
或
る
も
の
に
と
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
世
俗
が
〔
こ
れ
か
ら
〕
確
認
さ

れ
る
が
、
世
俗
的
な
も
の
一
般
が
確
認
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
確
認
は
、
『
入
拐
伽
経
』
の
中
に
、

「
諸
事
物
が
生
じ
る
の
は
世
俗
と
し
て
で
あ
り
、
勝
義
と
し
て
は
無
目
性
で
あ
る
〔
か
ら
生
じ
な
じ
。
し
か
る
に
、
無
自
性
に
つ

③

い
て
迷
乱
し
て
い
る
そ
れ
は
正
し
い
世
俗
を
認
め
る
」

と
、
勝
義
と
し
て
無
自
性
で
あ
る
の
に
、
自
性
は
存
在
す
る
と
迷
乱
し
て
い
る
知
識
（
愚
痴
）
が
世
俗
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
説

か
れ
て
い
る
意
味
で
あ
る
。
こ
の
世
俗
は
、
世
俗
の
同
義
語
で
あ
る
〃
覆
障
す
る
こ
と
〃
に
お
い
て
も
使
わ
れ
る
か
ら
、
能
障
で
あ
る
。

そ
れ
（
世
俗
）
が
或
る
も
の
を
覆
障
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
「
正
し
い
世
俗
を
認
め
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
正
し
い
境
界
を
覆

障
す
る
か
ら
、
世
俗
、
或
い
は
能
障
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
し
い
〔
世
俗
〕
と
邪
な
〔
世
俗
〕
と
の

二
つ
の
中
の
正
し
い
世
俗
と
し
て
〔
い
ま
は
〕
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
〔
こ
こ
に
引
用
し
た
『
入
拐
伽
経
』
の
中
の
〕
第
一
句
に

よ
っ
て
説
示
さ
れ
て
い
る
「
世
俗
」
と
、
後
の
二
句
に
よ
っ
て
説
示
さ
れ
て
い
る
「
世
俗
」
と
の
二
つ
は
同
一
で
あ
る
と
は
な
さ
れ
な
い
。

④

節
一
〔
句
の
世
俗
〕
は
、
「
白
よ
り
諸
事
物
は
生
じ
る
」
等
と
し
て
そ
こ
に
承
認
さ
れ
て
い
る
世
俗
で
あ
る
。
後
の
〔
二
句
に
よ
っ
て
説

か
れ
て
い
る
世
俗
〕
は
、
或
る
も
の
に
と
っ
て
謡
で
あ
る
と
い
う
諦
執
（
真
実
と
し
て
執
着
す
る
）
の
世
俗
で
あ
る
が
故
で
あ
る
。

こ
の
諦
執
の
世
俗
の
力
に
よ
っ
て
、

青
色
等
が
、
自
性
を
も
（

情
に
お
い
て
諦
（
真
実
）

て
成
立
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
現
わ
れ
る
よ
う
に
、
虚
構
さ
れ
た
虚
構
の
も
の
が
諸
有

⑤

と
し
て
現
わ
れ
る
そ
れ
は
、
先
に
解
釈
し
た
世
間
の
顛
倒
し
た
世
俗
的
な
も
の
が
、
そ
の
点
で
諦
で
あ
る

1〔



か
ら
、
世
間
の
世
俗
の
諦
で
あ
る
と
、
か
の
牟
尼
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。

と
説
か
れ
て
い
る
あ
り
方
が
、
先
の
『
〔
入
枅
伽
〕
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
の
三
人
（
声
聞
、
独
覚
、
菩
薩
）
に
と
っ
て
諦
で
は
な
い
、
分
別
に
よ
っ
て
虚
構
さ
れ
た
虚
構
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
事
物
は
、
か

れ
（
三
人
）
に
と
っ
て
の
世
俗
的
な
も
の
と
し
て
諦
で
は
な
い
か
ら
、
単
な
る
世
俗
（
唯
世
俗
・
盲
屋
巳
ぃ
。
ご
蕨
四
目
）
と
い
わ
れ
る
。

、
、

縁
起
な
る
影
像
や
こ
だ
ま
等
の
少
し
が
虚
妄
で
あ
る
こ
と
は
、
無
明
を
具
す
る
者
た
ち
に
と
っ
て
も
見
ら
れ
る
が
、
青
色
等
の
色
と

、
、

心
や
受
等
と
の
少
し
は
、
〔
無
明
を
具
す
る
者
た
ち
に
と
っ
て
〕
諦
と
し
て
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
諸
法
の
本
質
の
自
性
（
空
性
）

は
、
無
明
を
具
す
る
者
た
ち
に
は
い
か
に
し
て
も
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
故
に
、
か
の
自
性
（
空
性
）
、
と
世
俗
と
し
て
も
虚
妄
な
る

も
の
と
は
、
世
俗
諦
で
は
な
い
。

と
説
か
れ
て
い
る
意
味
を
解
釈
す
る
と
、
「
少
し
（
ｏ
目
３
。
ｇ
巴
」
と
い
う
の
は
、
ナ
ク
ッ
ォ
（
ｚ
侭
蕨
ロ
。
）
の
訳
の
中
で
高
島
昏
侭

（
或
る
も
の
）
と
訳
さ
れ
て
い
る
方
が
よ
い
。
影
像
等
は
虚
妄
で
あ
っ
て
、
し
か
も
現
わ
れ
は
虚
妄
と
し
て
現
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
そ
れ
（
影
像
）
が
、
顔
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
と
、
そ
れ
（
顔
）
と
し
て
空
で
あ
る
こ
と
と
の
両
方
が
そ
ろ
っ
て
い
る
こ
と
の
虚

妄
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
の
諦
空
（
諦
と
し
て
空
で
あ
る
こ
と
）
は
、
顔
と
し
て
諦
で
あ
る
こ
と
が
空
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
↑
影

像
が
自
相
を
も
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
〔
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
の
本
当
〕
の
諦
空
の
意
味
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、
影
像
は
、
顔

と
し
て
空
で
あ
る
と
理
解
し
て
も
、
影
像
が
自
相
を
も
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
執
え
る
世
俗
に
と
っ
て
諦
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
何
ら

の
矛
盾
も
な
い
事
物
で
あ
る
か
ら
、
世
俗
諦
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
影
像
は
世
俗
諦
で
な
い
と
説
か
れ
る
の
は
、
表
現
に
熟
達
し
た
人
の
世
間
の
世
俗
に
と
っ
て
、
「
顔
の
影
像
の
如
し
」
と

い
う
。
す
な
わ
ち
、
顔
で
あ
る
そ
れ
（
影
像
）
は
虚
妄
で
あ
る
か
ら
、
〔
影
像
は
〕
そ
れ
（
顔
）
に
と
っ
て
の
世
俗
諦
で
な
い
こ
と
を
意

⑥

味
し
て
い
る
が
、
「
虚
妄
な
見
の
世
俗
諦
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
世
俗
諦
と
し
て
は
設
定
さ
れ

な
い
と
、
ど
う
し
て
な
さ
れ
る
の
か
、
〔
或
る
人
が
唯
識
的
立
場
か
ら
〕
、
そ
の
よ
う
で
は
な
く
て
、
世
俗
に
お
い
て
諦
〔
成
〕
が
な
い
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と
き
、
世
俗
諦
で
あ
る
こ
と
に
矛
盾
す
る
、
と
い
う
な
ら
ば
、
自
相
を
も
っ
て
成
立
す
る
も
の
は
言
説
と
し
て
も
存
在
し
な
い
と
説
か
れ

て
い
る
こ
と
と
、
諦
成
を
減
し
諦
無
を
証
成
す
る
す
べ
て
が
言
説
と
し
て
な
さ
れ
る
一
切
の
設
定
と
に
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故

に
、
影
像
等
は
単
な
る
世
間
的
な
知
識
に
よ
っ
て
も
迷
乱
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
対
境
で
あ
り
、
世
俗
諦
で
は
な
い
唯
世
俗
で
あ
る
、
と
い

う
の
は
、
二
諦
の
数
の
決
定
と
、
世
間
に
と
っ
て
の
諦
と
虚
妄
と
、
及
び
、
中
観
者
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
諦
と
虚
妄
と
に
対
す
る
理
解

が
不
充
分
な
話
と
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
自
性
（
空
性
）
は
、
無
明
を
具
す
る
者
に
は
い
か
に
し
て
も
見
ら
れ
な
い
」
と
説
か
れ
る
の
も
、
無
明
を
断
除
し
た
聖
者
に
よ
っ
て

真
実
は
現
観
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
無
明
に
よ
っ
て
損
わ
れ
た
知
識
を
意
図
し
て
い
る
が
、
有
学
の
聖
者
の
後
得
知
と
異
生
（
凡

夫
）
の
真
実
見
と
は
、
無
明
と
そ
の
習
気
と
に
よ
っ
て
損
わ
れ
て
い
る
か
ら
現
前
に
〔
自
性
は
〕
現
わ
れ
な
く
て
も
、
し
か
も
一
般
的
に

は
勝
義
諦
は
現
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
と
も
か
く
、
〔
十
二
〕
有
支
〔
縁
起
〕
に
摂
せ
ら
れ
る
染
汚
の
無
明
の
力
に
よ
っ
て
世
俗
諦
が
設
定
さ
れ
る
。

と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
法
を
諦
と
し
て
執
す
る
無
明
は
人
と
法
と
の
我
執
で
あ
る
と
周
知
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
十
二
支

の
中
の
無
明
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
所
知
障
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
か
の
諦
執
と
し
て
の
「
無
明
の
力
に
よ
っ
て
世
俗
諦
が
設
定

さ
れ
る
」
と
は
、
諦
が
世
俗
の
上
に
設
定
さ
れ
る
設
定
の
仕
方
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
世
俗
諦
で
あ
る
瓶
や
布
等
が
そ
の
諦
執
に

よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
か
の
諦
執
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
も
の
（
諦
成
）
は
そ
れ
自
身
言
説
と
し
て

も
あ
り
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
が
故
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
世
俗
の
諦
と
い
う
場
合
の
諦
は
、
そ
れ
（
無
明
）
の
上
で
設
定
さ
れ
る
世
俗

と
瓶
等
が
世
俗
と
し
て
存
在
す
る
と
設
定
さ
れ
る
世
俗
と
は
名
称
が
等
し
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
味
も
ま
た
同
一
で
あ
る
と
な
す
迷
乱
が

多
く
起
こ
る
の
が
見
ら
れ
る
か
ら
、
よ
く
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
か
の
瓶
等
は
、
正
覚
し
て
い
な
い
す
今
へ
て
の
人
の
世
俗
に
と
っ
て
諦
で
あ
る
の
か
、
或
い
は
、
或
る
特
定
の
人
の
世
俗
に

と
っ
て
諦
で
な
い
こ
と
も
あ
る
の
か
、
と
云
わ
ぱ
、
世
俗
諦
と
し
て
設
定
さ
れ
る
そ
れ
ら
色
や
声
等
は
、
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染
汚
の
無
明
を
断
除
し
た
声
聞
・
独
覚
と
菩
薩
と
で
あ
っ
て
、
行
（
有
為
法
）
を
影
像
等
の
如
く
に
見
る
人
び
と
に
お
い
て
は
、
虚

構
の
自
性
で
あ
っ
て
諦
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
諦
と
し
て
是
認
で
き
る
も
の
は
な
い
が
故
で
あ
る
。

と
説
か
れ
て
い
る
意
味
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
或
る
も
の
に
と
っ
て
諦
で
は
な
い
人
と
は
三
人
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
声
聞
と
独
覚
と
菩

薩
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
声
聞
と
独
覚
と
菩
薩
と
の
す
べ
て
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
特
殊
性
を
い
え
ば
、
一

切
諸
行
は
影
像
の
如
く
に
自
性
と
し
て
空
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
現
わ
れ
と
し
て
現
観
す
る
と
い
う
の
が
一
つ
の
特
殊
性
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
だ
け
は
、
第
七
地
以
下
の
菩
薩
と
、
声
聞
と
独
覚
と
の
有
学
の
聖
者
と
に
お
い
て
も
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
除
く
た
め
に
、

三
人
に
つ
い
て
「
無
明
を
断
除
し
て
」
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
清
浄
地
（
第
八
地
以
上
）
の
菩
薩
と
、
声
聞
と
独
覚
と
の
ニ
ア

ラ
ヵ
ン
と
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
。
こ
の
三
人
に
と
っ
て
、
〔
世
俗
は
〕
諦
で
は
な
い
。
お
よ
そ
諦
で
は
な
い
も
の
と
は
、
〔
本
文
に
お
い
て
〕

「
そ
れ
は
ま
た
（
烏
冒
ご
」
と
い
わ
れ
る
外
と
内
と
の
諸
法
で
あ
る
。
諦
で
な
い
理
由
は
「
諦
と
し
て
是
認
さ
れ
な
い
」
と
い
う
。
何
と

な
れ
ば
、
諦
と
し
て
固
執
す
る
こ
と
が
な
い
が
故
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
諦
執
の
無
明
が
滅
尽
し
て
い
る
が
故
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
外
と
内
と
の
諸
法
が
か
の
三
人
の
世
俗
に
と
っ
て
諦
と
し
て
成
立
し
な
い
と
証
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
註
釈
』
（
チ
ャ

ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
『
入
中
論
釈
』
）
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
（
三
人
）
に
と
っ
て
世
俗
諦
で
は
な
い
と
、
全
く
証
成
さ
れ
な
い
も
の
と
し

て
諦
で
は
な
い
と
証
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
〔
或
る
人
が
、
瓶
等
は
〕
世
俗
諦
で
な
い
と
証
成
し
て
い
る
と
理
解
す
る
の
は
、
は

な
は
だ
し
く
知
識
の
粗
雑
な
は
た
ら
き
で
あ
る
か
ら
、
軌
範
師
（
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
）
の
意
図
を
自
ら
の
知
識
の
垢
に
よ
っ
て
汚

し
て
解
釈
す
る
邪
な
見
解
で
あ
る
。
ま
た
、
以
上
の
よ
う
に
証
成
し
た
こ
と
は
、
か
の
三
人
に
対
し
て
で
は
な
く
、
か
の
三
人
に
と
っ
て

諦
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
他
な
る
人
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
者
に
対
し
て
、
証
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

か
の
三
人
で
は
な
い
下
位
の
者
（
第
七
地
以
下
の
三
人
）
に
は
共
生
（
生
ま
れ
な
か
ら
）
の
諦
執
が
あ
る
か
ら
、
か
れ
ら
の
世
俗
で
あ
る

す
尋
へ
て
に
と
っ
て
、
何
ら
の
も
の
も
諦
と
し
て
成
立
し
な
い
と
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
先
に
解
釈
し
た
そ
の
如
く
で
は
な
く
し
て
、
か

れ
ら
（
上
位
の
三
人
）
に
対
し
て
世
俗
諦
で
は
な
い
と
証
成
す
る
と
き
、
〔
そ
の
よ
う
に
証
成
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
〕
全
く
無
関
係
な

ワワ
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②
、
煩
悩
の
設
定
が
不
共
で
あ
る
こ
と
を
解
釈
す
る
１
９
留
濤
‐
己
弓
鰐
Ｉ

か
の
見
解
（
プ
ラ
ー
サ
ン
ギ
ヵ
中
観
説
）
に
お
け
る
煩
悩
の
確
認
が
、
『
阿
毘
達
磨
集
論
』
と
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
の
中
で
解
釈
さ

れ
て
い
る
も
の
と
一
致
せ
ず
共
通
で
な
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
そ
れ
を
解
釈
す
る
と
、

諸
法
は
真
実
で
あ
る
と
執
着
す
る
こ
と
（
諦
執
）
に
お
い
て
、
人
と
法
と
に
対
す
る
二
諦
執
が
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
二
我
執
で
あ
る
と

⑦

も
い
わ
れ
る
こ
と
は
す
で
に
解
釈
し
お
わ
っ
た
。
そ
の
諦
執
が
、
『
入
中
論
釈
』
と
『
四
百
論
釈
』
と
の
両
方
と
も
に
お
い
て
、
染
汚
の

無
明
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
無
明
は
、
声
聞
と
独
覚
と
の
ア
ラ
カ
ン
に
よ
っ
て
断
除
さ
れ
、
ま
た
、
『
四
百
論
釈
』

に
お
い
て
無
生
法
忍
を
得
た
菩
薩
に
よ
っ
て
断
除
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
染
汚
の
無
明
は
、
無
我
の
真
実
を
明

知
す
る
こ
と
の
反
対
分
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
そ
の
明
知
の
な
い
こ
と
こ
そ
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
（
明
知
）
よ
り
単
に
他
の
も
の
と

さ
れ
る
だ
け
の
も
の
で
な
く
、
全
く
の
反
対
分
と
し
て
人
と
法
と
が
自
性
を
も
っ
て
成
立
す
る
と
増
益
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
。
法
の
我
を
増
益
す
る
の
は
染
汚
の
無
明
で
あ
る
と
設
定
す
る
こ
と
、
ま
た
、
我
と
我
所
と
が
自
相
を
も
っ
て
成
立
す
る
と
執
着
す

証
成
と
な
ろ
う
。
実
に
、
か
れ
の
知
識
に
と
っ
て
そ
の
も
の
（
対
象
）
が
世
俗
諦
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
も
の
が
虚
妄
な
も

の
と
し
て
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
か
れ
に
諦
と
し
て
固
執
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
理
由
と
な
る
の
は
お
笑
い
草
で

あ
る
。か

れ
の
知
識
に
と
つ
て
か
の
も
の
（
対
象
）
が
世
俗
諦
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
も
の
が
虚
妄
な
も
の
と
し
て
成
立
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
理
由
は
、
瓶
等
を
世
俗
諦
と
い
う
場
合
の
「
諦
」
を
〔
諦
成
と
し
て
〕
設
定
す
る
と
き
、
知
識
と
対
象
と
の
二
つ

の
中
で
、
対
象
を
諦
と
し
て
設
定
す
る
の
で
は
な
く
、
諦
執
で
あ
る
世
俗
的
な
も
の
（
知
識
）
に
と
っ
て
諦
〔
成
〕
と
し
て
設
定
さ
れ
る

鶴
へ
き
で
あ
る
と
見
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
特
徴
（
諦
執
）
と
結
び
つ
か
な
い
と
き
は
、
〔
瓶
等
は
世
俗
諦
で
は
あ
る
が
〕
諦
〔
成
〕
と

し
て
成
立
せ
ず
、
虚
妄
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
点
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
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る
こ
〔
執
着
〕
は
有
身
見
で
あ
る
と
設
定
す
る
こ
と
な
ど
は
阿
毘
達
磨
論
者
と
一
致
し
な
い
。
↑

阿
毘
達
磨
論
者
の
見
解
に
よ
っ
て
は
、
『
倶
舎
論
釈
』
の
第
九
章
（
破
我
品
）
の
中
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
如
く
、
人
（
プ
ド
ガ
ラ
）
が

独
立
自
存
の
実
有
で
あ
る
と
執
着
す
る
の
が
有
身
見
な
る
我
執
で
あ
り
、
ま
た
、
我
所
は
そ
の
実
有
な
る
人
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

と
執
着
す
る
の
が
有
身
見
な
る
我
所
執
で
あ
る
と
設
定
さ
れ
て
い
て
、
全
く
一
致
し
な
い
。
〔
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
、
我
と
我
所
と

が
自
相
を
も
っ
て
成
立
す
る
と
執
着
す
る
こ
と
が
我
執
我
所
執
で
あ
る
と
な
す
の
で
あ
る
。
〕
人
は
独
立
自
存
の
実
有
で
あ
る
と
執
着
す

る
こ
と
は
、
学
説
に
よ
っ
て
知
識
が
変
化
し
て
い
な
い
者
（
普
通
人
）
に
お
い
て
も
あ
る
が
、
人
は
〔
五
〕
瀧
と
属
性
を
異
に
し
て
い
る

他
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
執
着
す
る
こ
と
は
、
学
説
に
よ
っ
て
知
識
が
変
化
し
て
い
な
い
者
に
お
い
て
は
な
い
。
同
じ
よ
う
に
、
辺

も
し
自
相
を
も
っ
て
成
立
す
る
人
と
法
と
が
存
在
す
る
と
認
め
る
分
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
に
執
着
す
る
そ
れ
ら
は
染
汚
の
無
明
と
二

我
執
で
あ
る
と
、
ど
の
よ
う
に
し
て
証
成
す
る
か
、
と
云
わ
ば
、

人
と
法
と
が
自
相
を
も
っ
て
成
立
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
否
定
す
る
諸
為
の
道
理
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
よ
う
。
そ
の
と
き
、
そ
の
よ
う

に
執
着
す
る
そ
れ
は
増
執
境
に
迷
乱
す
る
諦
執
で
あ
る
と
証
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
証
成
さ
れ
る
と
き
、
人
と
法
と
の
二
つ
が
諦

成
で
あ
る
と
執
着
す
る
の
が
二
我
執
で
あ
る
と
証
成
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
ら
が
証
成
さ
れ
る
と
き
、
か
の
諦
執
は
真
実
の
境
界
を
明
知
す
る

こ
と
の
全
く
の
反
対
分
で
あ
る
と
証
成
さ
れ
る
か
ら
、
無
明
で
あ
る
と
証
成
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
（
無
明
）
が
つ
き
な
い
限
り
有
身
見
も
ま

た
つ
き
な
い
と
証
成
で
き
る
か
ら
、
〔
人
と
法
と
の
我
執
が
〕
染
汚
の
無
明
で
あ
る
と
証
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
煩
悩
に
つ
い
て
の

共
通
で
な
い
設
定
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

負
欲
等
の
他
の
煩
悩
も
ま
た
、
諦
執
の
愚
痴
（
無
明
）
よ
り
生
起
す
る
あ
り
方
は
、
『
四
百
論
』
の
中
に
、

⑧

「
身
に
お
け
る
身
根
の
如
く
に
、
・
愚
痴
は
す
べ
て
に
住
し
て
い
よ
う
」

と
い
う
〔
こ
れ
に
対
す
る
〕
『
註
釈
』
の
中
に
、

執
見
も
ま
た
二
つ
で
あ
る
。
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「
愚
痴
は
、
そ
れ
ら
（
諸
々
の
事
物
）
を
諦
で
あ
る
か
の
如
く
に
理
解
す
る
か
ら
、
愚
暗
性
の
故
に
、
事
物
を
諦
の
自
体
と
し
て
さ

ら
に
増
益
し
て
は
た
ら
く
の
で
あ
る
。
負
欲
等
も
ま
た
、
愚
痴
に
よ
っ
て
妄
分
別
さ
れ
た
事
物
の
自
性
こ
そ
を
、
愛
と
非
愛
等
の
差

別
を
増
益
し
て
は
た
ら
く
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
愚
痴
よ
り
異
ら
ず
に
は
た
ら
く
こ
と
に
な
り
、
愚
痴
に
依
っ
て
い
る
こ
と
に
も
な

⑨

る
。
愚
痴
が
主
要
で
あ
る
が
故
で
あ
る
」

と
説
か
れ
て
い
る
通
り
に
解
釈
す
る
と
、
「
ｌ
〔
さ
ら
に
増
益
し
て
〕
は
た
ら
く
の
で
あ
る
」
ま
で
に
よ
っ
て
、
愚
痴
は
諦
執
と
し
て
示

さ
れ
て
い
る
・
「
寅
欲
等
も
ま
た
Ｉ
愚
痴
よ
り
異
ら
ず
に
は
た
ら
く
」
は
、
愚
痴
と
結
び
つ
い
て
は
た
ら
く
が
、
そ
れ
（
愚
痴
）
と
離
れ

て
は
た
ら
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
「
貫
欲
等
」
よ
り
「
は
た
ら
く
も
の
で
あ
る
が
故
に
」
に
至
る
ま
で
で
あ
る
。

そ
の
中
、
対
境
に
対
す
る
如
意
（
愛
）
と
不
如
意
（
非
愛
）
と
の
差
別
を
増
益
す
る
の
は
、
負
欲
と
槇
志
と
の
二
つ
が
生
じ
る
因
で
あ
る

非
如
理
作
意
で
あ
る
か
ら
、
負
欲
と
愼
志
と
の
二
つ
の
〔
対
境
の
〕
把
え
方
（
目
Ｎ
旨
い
国
司
い
）
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
従
っ
て

「
愚
痴
に
よ
っ
て
妄
分
別
さ
れ
た
〔
事
物
の
自
性
〕
こ
そ
を
」
と
い
う
等
は
、
自
性
を
も
っ
て
成
立
し
て
い
る
も
の
だ
け
に
つ
い
て
の
如

意
と
不
如
意
と
を
増
益
し
て
い
る
こ
と
に
依
り
負
欲
と
順
志
の
二
つ
が
「
は
た
ら
く
〔
も
の
で
あ
る
が
〕
故
に
」
と
い
う
。
愚
痴
に
よ
っ

て
仮
設
さ
れ
た
諦
成
だ
け
が
負
欲
等
の
対
象
と
形
相
と
の
二
つ
の
中
の
対
象
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
共
生
（
生
ま
れ
な

が
ら
）
の
二
我
執
両
方
の
対
象
と
形
相
と
の
二
つ
の
中
の
対
象
は
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
負
欲
等
も
ま
た
愚
痴
と
結

び
つ
い
て
い
る
か
ら
対
象
は
等
し
い
が
故
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
非
如
理
作
意
に
よ
っ
て
引
き
お
こ
さ
れ
た
対
境
を
欲
す
る
有
形
相
（
知

識
）
と
欲
し
な
い
反
対
分
の
有
形
相
と
が
負
欲
と
瞑
志
と
な
る
か
ら
、
人
を
独
立
自
存
の
実
有
と
し
て
執
着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
お

こ
さ
れ
た
欲
す
る
と
欲
し
な
い
と
い
う
程
度
の
有
形
相
は
負
欲
と
順
志
と
し
て
立
て
な
い
が
故
に
、
負
欲
と
腹
志
と
の
両
方
を
立
て
る
仕

方
が
〔
・
フ
ラ
ー
サ
ン
ギ
カ
と
そ
れ
以
外
と
で
は
〕
等
し
く
な
い
。
「
愚
痴
に
依
っ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
」
と
は
、
自
相
を
も
っ
て
成
立

し
て
い
る
と
執
着
す
る
愚
痴
が
先
と
な
っ
て
負
欲
等
が
引
き
お
こ
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
身
に
お
け
る
身
根
」
と
い
う
職
え
は
、

他
の
四
根
（
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
）
に
は
身
根
を
別
に
し
て
所
依
の
な
い
如
く
、
他
の
一
切
の
煩
悩
も
ま
た
愚
痴
に
依
っ
て
は
た
ら
き
、
そ
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と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
〔
こ
の
〕
偶
に
対
す
る
次
下
の
『
註
釈
』
の
中
に
も
、

⑭

「
事
物
と
し
て
認
識
す
る
と
き
、
負
欲
等
の
多
く
の
煩
悩
が
決
し
て
廻
遮
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
生
起
す
る
。
ど
う
し

て
か
、
と
云
わ
ぱ
、
と
も
か
く
、
も
し
か
の
事
物
が
意
と
一
致
す
る
と
き
は
、
そ
の
と
き
そ
れ
に
随
負
す
る
こ
と
は
廻
遮
さ
れ
が
た

⑮

い
。
も
し
一
致
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
と
き
そ
れ
を
順
志
し
怒
る
こ
と
は
廻
遮
さ
れ
が
た
い
」

と
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
対
境
が
如
意
で
も
不
如
意
で
も
、
そ
の
ど
ち
ら
で
な
い
と
き
に
も
、
無
明
が
生
じ
る
と
註
釈
の
中

⑫

「
処
を
有
す
る
心
を
具
す
る
人
に
、
煩
悩
の
大
毒
が
ど
う
し
て
生
起
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
」

と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
聖
者
（
龍
樹
）
の
最
高
の
考
え
方
で
あ
る
。
後
の
二
句
に
関
連
し
て
、
〔
『
六
十
頌
如
理
論
釈
』
で
は
そ

の
直
前
に
〕

前
引
聖
ご
』
祝
い
イ
、
、

「
何
ら
か
の
処
（
立
場
）
が
得
ら
れ
る
と
き
、
煩
悩
の
詐
藷
な
る
毒
蛇
に
よ
っ
て
執
え
ら
れ
る
。
そ
の
人
の
心
に
処
が
な
い
と
き
、

⑪

か
れ
ら
は
〔
煩
悩
の
毒
蛇
に
よ
っ
て
〕
執
え
ら
れ
な
い
」

と
、
諦
執
の
対
象
で
あ
る
何
ら
か
の
処
が
得
ら
れ
る
と
き
、
煩
悩
の
毒
蛇
に
よ
っ
て
執
ら
え
ら
れ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
に

れ
（
愚
痴
）
と
離
れ
ず
に
は
た
ら
く
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
従
っ
て
、
愚
痴
を
断
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
切
の
煩
悩
は
征
服
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
れ
（
愚
痴
）
の
対
治
で
あ
る
〃
縁
起
で
あ
っ
て
自
相
を
も
っ
て
成
立
し
て
い
る
も
の
と
し
て
空
で
あ
る
〃
と
い
う

論
談
に
敬
礼
す
べ
き
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

⑩

事
物
を
諦
と
し
て
執
着
す
る
そ
れ
（
諦
執
）
は
、
輪
廻
の
根
本
の
無
明
で
あ
る
と
も
、
『
空
性
七
十
』
の
中
に
説
か
れ
、
『
如
理
六
十
』

の
中
に
も
、

⑬

さ
れ
て
い
る
が
故
に
‐
’

「
お
よ
そ
色
等
の
自
性
を
認
識
し
て
、
し
か
も
諸
煩
悩
を
断
除
し
よ
う
と
欲
す
る
者
に
は
、
煩
悩
の
断
除
は
あ
り
え
な
い
、
と
説
示

⑪J,

当り



に
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
対
境
が
自
相
を
も
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
執
着
す
る
こ
と
が
相
続
に
は
た
ら
い
て
い
る
と
き
に
は
唖
或
い
は
負

欲
が
、
或
い
は
順
志
が
生
じ
、
そ
の
両
方
が
な
い
と
き
に
も
、
愚
痴
の
同
類
が
は
た
ら
く
と
い
わ
れ
る
。
『
入
菩
提
行
論
』
の
中
に
も
、⑯

「
対
象
を
有
す
る
心
は
何
ら
か
の
も
の
を
処
と
な
す
。
空
性
を
離
れ
た
心
は
、
減
し
て
も
ま
た
生
じ
よ
う
。
無
想
定
の
如
く
で
あ
る
」

と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
か
の
こ
人
の
軌
範
師
（
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
と
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
）
と
仏
護
と
の

三
人
は
、
聖
者
（
龍
樹
）
の
意
図
を
解
説
す
る
こ
と
に
関
し
て
相
異
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
の
要
点
に
よ
っ
て
、
無
常
等
の
十
六
〔
行

相
〕
の
道
の
み
に
よ
っ
て
浬
梁
す
る
と
い
う
こ
と
は
密
意
の
あ
る
も
の
（
未
了
義
）
で
あ
る
。
こ
の
〔
十
六
の
〕
道
に
関
す
る
煩
悩
の
確

認
も
ま
た
充
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
〔
無
明
等
に
お
け
る
煩
悩
の
確
認
〕
に
依
っ
て
、
我
慢
等
に
つ
い
て
も
ま
た
〔
共
通
で
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
に
も
そ
れ
を
示
さ
な
く
て
も
〕
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
、
共
通
で
な
い
無
明
と
有
身
見
と
辺
見
と

に
お
い
て
も
、
妄
分
別
（
後
に
得
た
分
別
）
と
共
生
（
生
ま
れ
な
が
ら
の
分
別
）
と
の
二
つ
づ
つ
が
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
言
葉
が
多

知
る
ゞ
へ
き
で
あ
る
。

く
な
る
の
を
怖
れ
て
筆
を
止
め
る
。

同
じ
く
、
「
プ
ラ
ー
サ
ン
ギ
カ
一

同
じ
く
、
〔
プ
ラ
ー
サ
ン
ギ
カ
で
は
〕
諸
法
は
諦
成
で
あ
る
と
執
着
す
る
分
別
（
諦
執
）
に
つ
い
て
、
大
中
〔
小
〕
の
九
つ
の
修
所
断

と
し
て
、
対
治
な
る
九
修
道
と
相
応
し
、
〔
唯
識
学
派
で
は
〕
能
執
と
所
執
を
異
っ
た
実
体
と
し
て
執
着
す
る
分
別
（
虚
妄
分
別
）
に
っ

⑰

い
て
、
大
中
〔
小
〕
の
九
つ
の
修
所
断
と
し
て
、
九
修
道
と
所
断
が
対
治
と
し
て
相
応
す
る
と
解
釈
す
る
の
は
、
あ
る
人
に
対
し
て
、
す

な
わ
ち
法
の
無
我
の
粗
と
細
と
の
二
つ
が
完
全
に
了
解
で
き
な
い
所
化
（
教
化
さ
れ
る
、
へ
き
者
）
に
対
し
て
説
か
れ
る
未
了
義
で
あ
る
と

二
、
か
の
唯
世
俗
が
三
人
に
お
い
て
見
ら
れ
る
と
見
ら
れ
な
い
と
の
あ
り
方
Ｉ
己
弓
悟
‐
こ
ぎ
餌
Ｉ

し
か
る
に
、
そ
れ
ら
諸
事
物
は
、
凡
夫
た
ち
に
と
っ
て
は
、
無
自
性
で
あ
る
の
に
そ
れ
（
自
性
）
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
虚
妄
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
か
れ
ら
（
凡
夫
）
よ
り
他
の
先
に
解
釈
し
た
三
人
に
と
っ
て
は
、
虚
構
と
な
っ
て
い
る
事

りワ
ーE



し
か
ら
ば
、
こ
の
〔
プ
ラ
ー
サ
ン
ギ
ヵ
中
観
の
〕
見
解
に
よ
っ
て
、
何
を
所
知
障
と
な
す
の
か
、
と
云
わ
ば
、
『
入
中
論
釈
』
の
中
に
、

「
そ
の
中
、
無
明
の
習
気
は
所
知
を
遍
断
す
る
こ
と
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
負
欲
等
の
習
気
が
あ
る
の
は
、
身
と
語

⑱

‐
と
の
は
た
ら
く
そ
の
こ
と
の
因
で
も
含
§
）
あ
る
。
無
明
と
負
欲
等
の
そ
の
習
気
は
ま
た
、
一
切
種
智
と
仏
の
み
に
お
い
て
止
滅

⑲

さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
者
た
ち
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
」

と
説
か
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
身
と
語
の
は
た
ら
き
は
、
ア
ラ
カ
ン
に
お
い
て
あ
る
猿
の
如
く
に
跳
ね
る
こ
と
と
他
に
対

す
る
悪
口
と
い
う
身
と
語
と
の
鹿
重
（
軽
安
の
反
対
）
が
説
者
（
仏
）
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
守
れ
な
か
っ
た
如
く
で
あ
る
。

、
、

制
口
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
貧
欲
等
の
習
気
が
所
知
を
断
つ
こ
と
の
障
害
で
あ
る
と
も
説
か
れ
る
か
ら
、
煩
悩
の
習
気
が
所
知
障
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
の
果
と
し
て
の
二
と
し
て
の
顕
現
で
あ
る
迷
乱
の
す
べ
て
の
分
も
ま
た
そ
こ
に
摂
め
ら
れ
て
い
る
。
煩
悩
の
種
子

を
習
気
と
し
て
設
定
す
る
の
と
煩
悩
の
種
子
に
あ
ら
ざ
る
習
気
と
の
二
つ
の
中
で
、
所
知
障
と
し
て
立
て
ら
れ
る
の
は
後
の
も
の
で
あ
る
。

煩
悩
の
す
べ
て
の
種
子
が
滅
尽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
諦
執
は
生
じ
な
い
が
、
し
か
も
習
気
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
か
ら
、
顕
現
す
る
対
象

正
覚
し
て
い
な
い
聖
者
た
ち
に
よ
っ
て
は
、
所
知
障
の
無
明
を
断
じ
て
い
な
い
か
ら
、
後
得
〔
知
〕
の
顕
現
を
有
す
る
分
別
と
、
入
定

に
お
い
て
無
顕
現
と
な
る
暫
時
と
が
あ
る
。

諸
仏
に
よ
っ
て
は
、
一
切
法
の
勝
義
と
世
俗
と
の
行
相
が
現
前
さ
れ
、
現
観
さ
れ
て
完
成
さ
れ
、
残
り
な
く
悟
ら
れ
、
了
解
さ
れ
て

い
る
が
故
に
、
心
と
心
所
と
の
妄
分
別
の
一
切
の
現
行
を
永
久
に
止
滅
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
入
定
と
後
得
〔
知
〕
と
の
顕
現

に
対
す
る
迷
乱
の
知
識
は
生
じ
る
。

物
の
縁
起
性
に
よ
っ
て
、
実
に
、
唯
世
俗
（
切
目
］
ぐ
旨
‐
日
割
３
）
と
な
る
が
諦
〔
成
〕
と
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
所
知
障
を
特

徴
と
す
る
不
染
汚
の
無
明
の
み
が
常
に
は
た
ら
く
が
故
に
、
無
明
と
そ
の
習
気
と
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
た
顕
現
を
有
す
る
行
境
を
具

し
た
後
得
〔
知
〕
に
住
す
る
聖
者
た
ち
に
と
っ
て
〔
唯
世
俗
と
し
て
〕
見
ら
れ
る
が
、
無
顕
現
を
行
境
と
す
る
入
定
に
住
す
る
聖
者

た
ち
に
と
っ
て
は
見
ら
れ
な
い
。
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の
分
別
の
あ
る
な
し
の
暫
時
は
な
い
。

「
永
久
に
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
他
な
る
聖
者
に
お
い
て
入
定
に
お
け
る
〔
顕
現
の
〕
止
滅
が
暫
時
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

⑳

い
る
。
そ
れ
故
に
、
入
定
と
後
得
〔
知
〕
と
の
暫
時
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
〃
所
知
障
の
無
明
が
は
た
ら
く
が
故
に
〃
と
は
、

顕
現
が
あ
る
こ
と
の
理
由
で
は
な
い
が
、
入
定
と
後
得
〔
知
〕
に
お
け
る
顕
現
の
有
無
が
暫
時
に
起
こ
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
。

心
と
心
所
と
の
現
行
は
妄
分
別
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
プ
ラ
サ
ン
ナ
。
〈
グ
ー
の
中
に
、

「
妄
分
別
は
心
の
現
行
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
を
離
れ
る
が
故
に
、
そ
の
真
実
は
無
分
別
で
あ
る
。
次
の
如
く
、
経
の
中
に
、

『
勝
義
諦
と
は
何
か
。
お
よ
そ
そ
こ
に
心
の
現
行
が
全
く
な
い
こ
と
に
お
い
て
、
い
わ
ん
や
文
字
な
ど
は
い
う
ま
で
も
な
い
』
と
説

そ
れ
に
つ
い
て
、
凡
夫
た
ち
の
勝
義
で
あ
る
そ
の
同
じ
き
が
、
顕
現
を
有
す
る
行
境
に
あ
る
聖
者
た
ち
の
唯
世
俗
で
あ
る
。
そ
れ
の

自
性
は
空
性
で
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
が
か
れ
ら
（
聖
者
た
ち
）
の
勝
義
で
あ
る
。

と
説
か
れ
て
い
る
前
半
の
意
味
は
、
凡
夫
が
勝
義
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
把
え
て
い
る
瓶
等
の
そ
の
同
じ
き
が
、
先
に
解
釈
し
た
入
定

よ
り
出
て
後
得
〔
知
〕
の
顕
現
を
有
す
る
三
聖
者
た
ち
の
唯
世
俗
で
あ
る
こ
と
を
説
示
し
て
い
る
か
ら
、
か
れ
ら
（
聖
者
た
ち
）
に
と
っ

て
は
、
〔
諦
成
と
し
て
の
勝
義
〕
諦
で
あ
る
こ
と
の
み
を
断
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
〔
凡
夫
に
と
っ
て
瓶
等
が
〕
世
俗
諦
で
あ
る
こ
と

を
断
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
凡
夫
が
瓶
等
は
勝
義
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
執
着
す
る
増
執
さ
れ
た
対
象
（
増
執
境
）
が
聖
者
に
と
っ

て
世
俗
と
な
る
と
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
〔
凡
夫
に
よ
っ
て
対
象
と
さ
れ
て
い
る
増
執
境
は
、
聖
者
に
お
い
て
〕
あ
り
え

⑳か
れ
て
い
る
。
」

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

な
い
が
故
で
あ
る
。

三
、
凡
夫
と
聖
者
に
つ
い
て
、
勝
義
と
世
俗
と
な
る
あ
り
方
１
９
号
甑
‐
己
苫
。
‐

』
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諸
仏
の
勝
義
は
自
性
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
不
虚
誰
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
勝
義
諦
で
あ
る
。
実
に
、
そ
れ
は
か
れ
ら

（
諸
仏
）
に
よ
っ
て
自
内
証
知
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

と
説
か
れ
て
い
る
。
「
自
性
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
「
そ
の
も
の
（
国
。
）
」
と
い
う
語
は
限
定
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
除
か
れ
る

の
は
、
他
な
る
聖
者
た
ち
の
勝
義
諦
が
、
入
定
に
お
い
て
無
顕
現
で
あ
る
自
性
と
、
後
得
〔
知
〕
と
し
て
顕
現
を
有
す
る
自
性
と
し
て
設

⑳

定
さ
れ
て
い
る
が
如
き
暫
時
の
も
の
で
な
く
、
常
時
に
自
性
に
入
定
し
て
い
る
法
性
で
あ
る
と
い
う
。
「
そ
れ
は
ま
た
」
と
い
う
等
の
意

味
は
、
勝
義
諦
と
し
て
の
か
の
諦
が
諦
成
で
な
い
こ
と
を
説
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
真
実
を
見
る
上
で
不
虚
証
な
も
の
と
し

て
あ
る
諦
の
意
味
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。

後
半
の
本
文
の
意
味
は
、
縁
起
で
あ
る
世
俗
の
自
性
は
空
性
で
あ
る
こ
と
が
聖
者
た
り
の
勝
義
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
、
瓶

等
の
〔
具
体
的
な
〕
あ
る
も
の
が
、
凡
夫
に
と
っ
て
世
俗
で
あ
り
、
聖
者
に
と
っ
て
勝
義
で
あ
る
と
、
本
文
よ
り
顛
倒
し
て
語
る
者
は
、

あ
る
知
識
に
と
っ
て
世
俗
諦
と
な
っ
て
い
る
そ
の
〔
知
識
〕
に
と
っ
て
、
〔
諦
成
と
し
て
の
〕
謡
が
除
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
知
ら

な
い
論
談
で
あ
る
。

④
事
物
の
生
起
が
、
自
生
、
他
生
、
共
生
、
無
因
生
の
四
生
に
分
類
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
検
討
さ
れ
、
否
定
さ
れ
て
い
く
の
が
、
「
入
中
論
」
第
六
章

の
内
容
で
あ
る
。
い
ま
は
、
そ
の
四
生
と
い
う
あ
り
方
に
お
け
る
事
物
の
生
起
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

⑤
本
章
の
壁
頭
に
あ
る
「
増
益
さ
れ
た
世
俗
」
の
こ
と
で
あ
る
。

⑥
拙
稿
「
ツ
ォ
ン
ヵ
パ
に
お
け
る
二
諦
説
総
論
」
（
「
大
谷
学
報
」
第
六
四
巻
第
二
号
）
参
見
。

①
以
下
は
、
『
入
中
論
』
第
六
章
第
二
八
偶
に
対
す
る
本
文
に
お
け
る
説
明
文
に
相
当
す
る
。

②
「
増
益
（
＄
日
胃
。
ｇ
）
」
は
、
仏
教
の
重
要
な
用
語
で
あ
り
、
「
存
在
し
な
い
の
に
存
在
す
る
と
見
な
す
妄
見
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
「
存
在
す
る
の
に
存
在
し
な
い
と
見
な
す
妄
見
」
の
こ
と
を
「
損
減
（
ｇ
ゆ
ぐ
目
四
）
」
と
い
う
。

③
南
条
文
雄
校
定
本
、
偶
頌
品
第
四
二
九
偶
。
但
し
『
入
桝
伽
経
』
の
本
偶
は
少
し
く
相
異
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
九
二
頁

の
脚
註
⑦
を
参
見
。

30



⑳⑳⑳⑲⑬⑰⑯⑮ ⑦
拙
稿
二

③
『
四
百
一

⑨
北
京
版

⑩
「
空
性
Ｌ

⑪
『
六
十
志

⑫
同
書
缶

⑬
北
京
版

⑭
ｌ
冒
口
］

魁
○
口
目
』

ｚ
○
．
闇
爵
）

北
京
版
『
西
蔵
大
蔵
経
』
第
九
八
巻
、
ｚ
○
．
闇
誘
臼
亀
．

ｊ
Ｉ
口
○
口
ロ
５
口
い
む
画
堅
Ｈ
，
ゆ
ず
ほ
ず
罰
四
昌
口
の
ロ
①
い
も
①
Ｈ
二
〕
昌
（
閃
庁
ｐ
ｐ
５
（
］
も
ｐ
Ｈ
ｐ
Ｐ
員
扇
信
ず
］
ロ
ゴ
員
）
、
ｌ
↓
ｊ
く
口
○
ｐ
Ｈ
ロ
○
口
い
む
四
目
〕
口
昌
目
、

Ｊ

魁
○
口
目
］
Ｎ
Ｐ
ｇ
Ｈ
目
画
さ
、
前
惇
冒
］
ご
肖
三
「
諸
食
の
煩
悩
の
生
起
は
決
し
て
廻
遮
さ
れ
る
こ
と
な
く
し
て
、
生
起
す
る
。
」

ｚ
ｏ
，
帝
圏
争
包

北
京
版
「
西
蔵
大
蔵
経
』
第
九
八
巻
、
ｚ
ｏ
，
留
＆
筐
四
・
鰐
‐
・

国
○
Ｑ
目
ｏ
四
曇
倒
く
い
薗
国
』
胃
〆
』
塩
。
？
Ｉ
？
ら
。
四
１
く
。
．

ご
砂
④
Ｑ
ｂ
ゆ
ず
巴
］
〕
ロ
口
巨
ｌ
↓
ず
の
四
口
も
四
口
甘
》

Ｑ
①
岸
口
ウ
ロ
‐
↓
○
冨
缶
．
で
は
甜
口
色
目
も
四
口
①
岸
四
ご
ロ
．

○
冨
琵
．
や
い
や
い
↑
．
弓
、
Ｉ
や
い
④
躁
魚
，
い

本
章
の
鍔
頭
に
あ
る
本
文
の
中
で
「
所
知
障
を
特
徴
と
す
る
不
染
汚
の
無
明
の
み
が
常
に
は
た
ら
く
が
故
に
」
と
説
示
さ
れ
て
い
る
。

弓
国
３
口
ロ
色
も
凹
旦
働
舎
ぎ
む
○
口
朋
旨
）
・
や
雪
空
罠
］
１
画
．

目
○
ぬ
画
昼
．
こ
の
「
法
性
」
は
い
ま
は
単
に
「
性
質
の
も
の
」
と
い
う
意
味
に
理
解
し
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

拙
稿
「
否
定
さ
れ
る
べ
き
対
象
の
確
認
」
（
「
中
村
瑞
隆
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』
）
に
お
い
て
論
究
さ
れ
て
い
る
。

『
四
百
論
』
第
六
章
第
一
○
偶
ａ
ｌ
ｂ
。

北
京
版
「
西
蔵
大
蔵
経
』
第
九
八
巻
ｚ
○
．
闇
９
局
舎
琢
‐
『

「
空
性
七
十
偶
』
第
五
九
偶
ａ
ｌ
ｂ
に
「
愛
と
非
愛
と
顛
倒
と
の
縁
に
よ
っ
て
負
欲
と
瞑
志
と
愚
痴
と
が
起
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

『
六
十
頌
如
理
論
」
第
五
一
偶
。

『
六
十
頌
如
理
論
」
第
五

望
巨
第
五
二
偶
ａ
ｌ
ｂ
。

且
■
４
ｊ
。
Ｊ

丙
ぐ
澤
戸
ｏ
ご
回
国
○
四

口
匙
。
。
、

弓
①
戸
ぐ
巳
．
葛
》

、 可

O」


