
縁
起
説
は
シ
ャ
カ
の
教
説
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
シ
ャ
カ
の
縁
起
説
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
正
確

に
知
る
こ
と
は
今
日
、
非
常
に
難
し
い
。
縁
起
は
生
類
が
無
窮
に
輪
廻
す
る
あ
り
方
の
根
本
原
因
を
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
あ
る
い
は
宇
宙
我
と

い
う
よ
う
な
恒
常
的
実
体
に
求
め
る
の
で
は
な
く
て
、
人
間
の
無
知
、
認
識
、
行
為
等
と
い
う
よ
う
な
い
わ
ば
現
象
世
界
の
中
の
諸
要
素

お
よ
び
そ
れ
ら
の
間
の
因
果
関
係
に
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
原
始
佛
教
の
末
期
に
は
縁
起
説
は
整
備
さ
れ
た
型
で
表
わ
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
れ
が
十
二
縁
起
（
十
二
支
縁
起
、
十
二
因
縁
、
十
二
有
支
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

原
始
佛
教
時
代
の
縁
起
説
に
お
い
て
は
縁
起
を
構
成
す
る
各
之
の
項
が
不
変
恒
常
の
実
体
（
自
性
）
を
有
し
て
い
る
か
否
か
は
ほ
と
ん

ど
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
「
世
界
」
が
永
遠
不
滅
の
実
在
や
神
な
ど
に
よ
っ
て
成
立
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
主
張
す
る

初
期
の
縁
起
説
に
と
っ
て
は
、
輪
廻
の
世
界
に
属
す
る
、
人
間
の
無
知
、
認
識
、
行
為
等
は
無
常
で
あ
り
無
自
性
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は

当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

永
遠
不
変
の
実
体
合

現
象
世
界
の
聖
化

（
自
性
）
の
否
定
を
主
張
す
る
縁
起
説
は
、
し
か
し
竜
樹
の
時
代
に
お
い
て
は
そ
の
役
割
を
果
さ
な
く
な
っ
て
し
ま

Ｉ
「
中
論
』
二
十
六
章
に
お
け
る
縁
起
Ｉ
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っ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
原
始
佛
教
に
続
く
時
代
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
の
展
開
に
伴
っ
て
、
世
界
を
構
成
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
の
実

在
性
が
強
調
さ
れ
た
結
果
、
自
性
の
否
定
の
表
現
で
あ
っ
た
筈
の
縁
起
説
が
、
自
性
の
肯
定
の
表
現
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
に
お
い
て
、
縁
起
と
は
整
合
的
な
因
果
関
係
に
従
っ
て
世
界
の
構
成
要
素
（
あ
る
い
は
諸
要
素
の
組
合
わ
せ
）
（
苑
）

か
ら
他
の
構
成
要
素
（
あ
る
い
は
そ
の
組
合
わ
せ
）
（
γ
）
が
生
ず
る
こ
と
Ｉ
あ
る
い
は
生
じ
て
い
る
こ
と
Ｉ
で
あ
る
。
換
言
す
れ

ば
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
の
縁
起
と
は
、
限
ら
れ
た
数
の
「
世
界
構
成
要
素
」
間
の
因
果
関
係
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
妬
が
原
因
と
な
っ
て

γ
が
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
”
は
ｙ
と
は
別
の
自
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
ア
ビ
ダ

ル
マ
哲
学
に
お
い
て
は
、
そ
れ
自
身
に
存
在
根
拠
を
有
す
る
一
つ
の
も
の
（
〃
）
が
そ
れ
（
〃
）
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
の

存
在
の
根
拠
も
そ
れ
自
身
の
中
に
あ
る
も
の
（
ｙ
）
に
対
し
て
関
係
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ハ
ァ
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
の
因
果
関
係

と
は
、
自
性
を
有
す
る
或
る
も
の
（
妬
）
と
自
性
を
有
す
る
他
の
も
の
（
ｙ
）
と
の
関
係
で
あ
る
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
は
十
二
支
縁
起
を

こ
の
よ
う
な
思
想
に
よ
っ
て
さ
ら
に
整
備
し
普
及
さ
せ
た
。

竜
樹
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
の
因
果
関
係
に
関
す
る
考
え
方
は
、
原
始
佛
教
の
精
神
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
は
、
な
る
ほ
ど
原
始
佛
教
以
来
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
世
界
の
創
造
神
あ
る
い
は
宇
宙
我
な
ど
の
存
在
を

認
め
ず
経
験
可
能
な
諸
構
成
要
素
の
因
果
関
係
に
よ
っ
て
世
界
の
成
立
を
説
明
し
よ
う
と
は
す
る
が
、
因
果
関
係
を
構
成
す
る
項
で
あ
る

原
因
あ
る
い
は
結
果
そ
の
も
の
は
、
恒
常
不
変
の
実
体
（
自
性
）
を
有
す
る
も
の
と
考
え
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学

は
、
「
諸
行
無
常
」
と
い
う
佛
教
の
基
本
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
に
と
っ
て
無
常

な
の
は
、
世
界
構
成
諸
要
素
の
複
合
体
と
し
て
の
「
人
」
（
個
体
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
人
格
主
体
、
曹
舟
昌
）
な
の
で
あ
っ
て
、

「
人
」
を
横
成
す
る
個
々
の
要
素
は
永
遠
不
変
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
竜
樹
は
「
人
」
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
れ
を
構
成
す
る
個
々
の
要

素
（
法
、
§
ミ
ミ
倉
）
も
無
常
で
あ
る
と
考
え
た
。
従
来
、
竜
樹
の
立
場
が
「
人
法
無
我
」
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
「
俗
な
る
も
の
」

の
徹
底
的
否
定
に
よ
っ
て
空
へ
至
ろ
う
と
す
る
彼
は
、
構
成
要
素
の
実
在
性
を
認
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
。
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①

『
中
論
』
に
お
け
る
縁
起
は
相
依
性
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
近
代
学
者
の
中
に
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
の
相
依

性
と
は
、
邦
に
依
っ
て
ｙ
の
存
在
（
あ
る
い
は
生
起
）
が
可
能
と
な
り
、
γ
に
依
っ
て
妬
の
存
在
（
あ
る
い
は
生
起
）
が
可
能
と
な
る
と

、
、
、

い
う
よ
う
に
妬
、
γ
等
の
諸
々
の
も
の
が
相
互
に
依
り
合
っ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ゞ
妬
あ
る
い
は
γ
は
そ
れ
自
身
の
中
に
恒
常

不
変
な
存
在
根
拠
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
原
始
佛
教
お
よ
び
部
派
佛
教
に
お
け
る
縁
起
説
が
、
例
外
的
な

場
合
を
除
い
て
、
縁
起
の
関
係
を
構
成
す
る
項
（
支
分
、
畠
智
）
妬
か
ら
他
の
項
（
γ
）
へ
の
一
方
的
な
関
係
に
よ
っ
て
説
い
て
い
る
の

に
較
べ
、
「
形
に
依
っ
て
ｙ
が
生
ず
る
」
（
〃
↓
γ
）
お
よ
び
「
γ
に
依
っ
て
刀
が
生
ず
る
」
（
γ
↓
〃
）
と
い
う
よ
う
な
相
互
依
存
関
係

が
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
『
中
論
』
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
彼
の
こ
の
視
点
は
、
「
依
り
て
生
じ
あ
っ
て
い
る
」
現
象
世
界

へ
の
一
層
深
い
観
察
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
現
象
世
界
の
構
成
要
素
の
自
立
性
の
否
定
の
出
発
点
と
な
る
も
の
で
あ
っ

竜
樹
の
「
中
論
』
に
お
い
て
も
縁
起
説
は
中
心
的
位
置
を
占
め
て
い
る
が
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
の
批
判
の
上
に
立
つ
竜
樹
の
縁
起
説
に

は
、
そ
れ
ま
で
の
佛
教
の
伝
統
に
見
ら
れ
ぬ
新
し
い
思
想
が
織
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
竜
樹
は
縁
起
を
構
成
す
る
項
の
存
す
る
領

域
を
従
来
よ
り
も
拡
大
し
た
。
第
二
に
、
彼
は
、
そ
れ
ま
で
一
応
は
別
の
思
想
の
流
れ
で
あ
っ
た
「
縁
起
の
思
想
」
と
「
空
の
思
想
」
と

を
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
『
中
論
』
に
お
け
る
縁
起
の
意
味
は
、
相
依
性
と
い
う
こ
と
の
み
で
、
尽
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
縁
起
は
相
依
性
の
こ
と
で
あ

る
と
す
る
説
（
相
依
説
）
で
は
、
縁
起
を
構
成
す
る
二
つ
以
上
の
項
自
体
の
存
在
と
、
諸
項
間
の
関
係
の
成
立
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
そ

も
そ
も
縁
起
（
営
念
ミ
萱
Ｉ
豊
ミ
ミ
菖
暑
）
と
は
、
或
る
も
の
に
依
っ
て
（
鷺
ミ
ミ
室
）
或
る
も
の
が
生
ず
る
こ
と
（
ぃ
ミ
ミ
冨
含
）
で
あ
っ
て
、
二

つ
以
上
の
項
の
間
の
関
係
の
肯
定
で
あ
る
。
「
中
論
』
に
お
け
る
縁
起
に
あ
っ
て
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
縁
起
と
い
う
関
係
を
構
成
す
る

た
。

二
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「
聖
な
る
も
の
」
と
し
て
の
縁
起
は
、
し
か
し
、
『
中
論
』
に
お
い
て
否
定
的
な
述
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
聖
な
る
も
の
」

は
変
化
せ
ず
、
不
生
不
滅
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派
に
と
っ
て
宇
宙
原
理
は
不
生
不②

減
で
あ
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
イ
ズ
ム
の
聖
典
「
ハ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
』
に
お
い
て
は
生
類
は
減
す
る
こ
と
が
あ
る
が
神
は
不
滅
で
あ
る
。

③

ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
に
お
い
て
も
世
界
構
成
要
素
と
し
て
の
空
間
お
よ
び
涯
藥
は
不
生
不
滅
で
あ
る
。
一
方
、
『
中
論
』
に
お
い
て
も
縁
起

、
、

二
つ
以
上
の
項
の
存
在
の
み
な
ら
ず
、
項
の
間
の
関
係
も
否
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
中
論
』
の
「
縁
起
」
に
は
、
相
依
性
と
い
う
意

味
の
他
に
、
「
言
語
的
展
開
（
戯
論
）
の
寂
滅
」
と
い
う
意
味
も
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
「
縁
起
」
は
言
語
的
展
開
と
い
う
「
俗

な
る
も
の
」
を
死
滅
さ
せ
た
「
聖
な
る
」
状
態
を
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
縁
起
」
の
二
つ
の
意
味
は
、
少
な
く
と
も
同
一
時
に
お
い

て
は
成
立
し
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
相
依
性
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
二
つ
以
上
の
項
が
必
要
で
あ
り
、
言
語
的
展
開
が
寂
滅
し
た
と

き
に
は
相
依
性
と
い
う
関
係
を
構
成
す
る
項
も
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
縁
起
を
構
成
す
る
項
は
、
言
語
的
展
開
の
部
分
に
他
な
ら
な

い
。
一
つ
の
関
係
で
あ
る
相
依
性
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
関
係
を
成
立
さ
せ
て
い
る
諸
々
の
項
の
存
在
も
承
認
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、

言
語
的
展
開
が
止
滅
す
る
と
き
に
は
、
如
何
な
る
関
係
も
存
在
せ
ず
、
更
に
そ
れ
を
構
成
す
る
項
も
存
在
し
な
い
。
関
係
も
な
く
項
も
な

い
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
を
表
現
す
る
言
葉
も
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
更
に
、
言
葉
が
断
た
れ
た
と
き
に
は
、
イ
メ
ー
ジ
の
出
現
も
な
い

こ
と
を
意
味
す
る
。
言
葉
や
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
と
、
そ
れ
ら
の
死
滅
し
た
縁
起
と
が
、
互
い
に
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
『
中
論
』

し
か
し
ま
た
一
方
で
は
「
縁
起
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
言
葉
が
「
相
互
に
依
り
合
っ
て
生
じ
て
い
る
」
こ
の
世
間
の
様
相
と
世
間
を
越
え

た
「
聖
な
る
も
の
」
と
の
二
つ
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
事
体
が
、
竜
樹
に
お
け
る
「
俗
な
る
も
の
」
と
「
聖
な
る
も
の
」
と
い
う

「
宗
教
に
お
け
る
二
極
」
の
間
の
距
離
の
近
さ
を
示
し
て
い
る
。

こ
と
を
意
味
す
る
。
言
蓄
蚕

の
中
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

三
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い
ず
れ
に
せ
よ
「
聖
な
る
も
の
」
は
『
中
論
』
に
お
い
て
充
分
な
記
述
を
受
け
て
い
な
い
。
「
聖
な
る
も
の
」
Ｉ
『
中
論
』
に
お
い
て

は
、
最
高
真
理
（
曾
§
薑
ミ
ミ
）
、
真
如
（
ミ
ミ
）
、
空
性
（
§
曼
員
割
）
、
浬
樂
（
ミ
ミ
ミ
）
な
ど
と
い
う
様
々
な
す
が
た
で
現
れ
る
ｌ
そ

れ
自
体
を
克
明
に
記
述
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
佛
教
に
お
い
て
は
当
初
か
ら
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
。
神
あ
る
い
は
宇
宙
の
根
本
原
理
が
い

か
な
る
述
語
に
も
満
足
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
佛
教
の
み
な
ら
ず
イ
ン
ド
思
想
、
更
に
は
イ
ン
ド
以
外
の
地
域
の
思
想

に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。
ウ
パ
’
一
シ
ャ
ッ
ド
の
賢
人
は
窮
極
的
宇
宙
原
理
に
関
し
て
「
そ
う
で
は
な
い
、
そ
う
で
は
な
い
」

あ
る
い
は
法
性
食
言
豊
菖
爵
）
は
不
生
不
滅
で
あ
っ
た
。
が
、
不
生
不
滅
で
あ
る
と
と
も
に
不
常
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
、
ヴ
ェ
ー

ダ
ー
ン
タ
学
派
等
に
お
い
て
は
常
住
で
あ
る
か
ら
こ
そ
不
生
不
滅
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
中
論
』
で
は
縁
起
は
い
か
な
る
述
語
を
も

例
外
を
除
い
て
口
拒
否
す
る
が
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
等
に
あ
っ
て
は
「
聖
な
る
も
の
」
は
「
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
恒
常
で
あ

る
」
と
い
う
述
語
を
許
す
。
こ
の
後
者
の
立
場
に
あ
っ
て
は
、
「
聖
な
る
も
の
」
は
否
定
さ
る
べ
き
「
俗
な
る
も
の
」
と
は
異
質
の
も
の

と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
「
俗
な
る
も
の
」
の
否
定
に
際
し
て
も
、
そ
の
否
定
の
作
業
は
「
聖
な
る
も
の
」
の
領
域
を
侵
犯
し
な
い
。

だ
が
、
『
中
論
』
に
お
い
て
は
「
俗
な
る
も
の
」
を
否
定
す
る
力
は
「
聖
な
る
も
の
」
の
領
域
に
も
影
響
を
与
え
、
「
聖
な
る
も
の
」
が

実
在
す
る
と
は
主
張
で
き
な
い
。
「
聖
な
る
も
の
」
と
「
俗
な
る
も
の
」
と
い
う
二
つ
の
極
の
距
離
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲

学
が
両
者
の
距
た
り
を
主
張
す
る
の
に
較
尋
へ
、
『
中
論
』
に
代
表
さ
れ
る
空
思
想
と
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
の
思
想
は
、
い
ず
れ
も
「
宗
教
に

お
け
る
二
極
」
の
自
己
同
一
性
を
主
張
し
て
い
る
。
だ
が
両
者
の
相
違
は
顕
著
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
中
論
』
で
は
二
つ
の
極
は
、
限

り
な
く
接
近
せ
し
め
ら
れ
る
一
方
で
、
両
者
の
存
在
そ
の
も
の
が
Ｉ
少
な
く
と
も
、
「
俗
な
る
も
の
」
が
否
定
さ
れ
て
「
聖
な
る
も
の
」

、
、
、
、

が
顕
現
す
る
「
時
間
」
に
お
い
て
は
Ｉ
否
定
さ
れ
る
。
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
に
お
い
て
は
、
「
俗
な
る
も
２
は
、
実
在
す
る
「
聖
な
る

も
の
」
の
中
に
没
入
し
、
そ
の
自
立
性
を
失
う
の
で
あ
る
。

四
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と
の
み
表
現
し
た
。
こ
の
よ
う
な
不
可
知
論
的
伝
統
を
竜
樹
も
受
け
継
い
で
い
る
。
ｗ
・
ル
ー
ベ
ン
は
竜
樹
を
先
述
の
ゥ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド

④

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
不
可
知
論
を
極
端
に
押
し
進
め
た
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。

『
中
論
』
に
お
い
て
は
「
聖
な
る
も
の
」
を
表
現
す
る
「
縁
起
」
と
い
う
語
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
数
多
く
の
否
定
的
な
限
定
詞
に

よ
っ
て
修
飾
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
『
中
論
』
帰
敬
偶
の
中
、
十
あ
ま
り
の
修
飾
語
の
中
で
、
否
定
的
な
意
味
を
有
し
な
い
修
飾
語
が
一

つ
あ
る
。
そ
れ
は
「
吉
祥
な
る
も
の
（
曹
亀
こ
と
い
う
語
で
あ
る
。
「
生
ず
る
こ
と
な
く
、
減
す
る
こ
と
な
き
縁
起
」
あ
る
い
は
「
言
語

的
展
開
の
止
滅
し
た
縁
起
」
と
い
う
よ
う
に
否
定
的
な
意
味
の
修
飾
語
と
並
ん
で
、
否
定
詞
を
持
た
な
い
修
飾
語
を
竜
樹
が
「
縁
起
」
に

対
し
て
附
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
る
尋
へ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
斡
虐
ｓ
と
い
う
語
は
『
中
論
』
の
中
で
は
三
回
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
の
場
合
も
「
止
滅
〔
し
て
い
る
〕
」
（
§
鼠
倉
ミ
亀
）
と
い
う
否
定
的
な
意
味
を
有
す
る
表
現
と
共
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

帰
敬
偶
で
は
「
言
語
的
展
開
の
止
滅
し
た
吉
祥
な
る
縁
起
」
と
あ
り
、
五
章
八
偶
で
は
「
見
ら
れ
る
《
へ
き
も
の
〔
す
な
わ
ち
眼
の
対
象
〕

の
止
滅
し
て
い
る
吉
祥
な
る
も
の
」
と
あ
り
、
二
十
五
章
二
十
四
偶
で
は
「
す
寺
へ
て
の
対
象
の
止
滅
、
言
語
的
展
開
の
止
滅
は
、
吉
祥
で

あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

竜
樹
は
『
中
論
』
（
八
章
五
偶
ａ
ｂ
）
に
、
「
所
作
等
が
あ
り
得
な
い
と
き
、
法
と
非
法
な
し
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
彼
は
「
故

に
所
作
等
は
世
間
一
般
お
よ
び
中
観
論
者
に
と
っ
て
実
在
す
る
」
と
い
う
含
み
を
持
た
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
同
時
に
、
法
と
非

法
は
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
全
く
存
在
し
な
い
。
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
竜
樹
の
体
系
に
あ
っ
て
も
法
と
非
法

と
は
Ｉ
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
か
が
問
題
で
あ
る
が
Ｉ
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
前
提
と
、
「
所
作
等
が
あ
り
得
な

い
と
き
、
法
と
非
法
な
し
」
（
八
章
五
偶
ａ
ｂ
）
か
ら
「
所
作
等
は
存
在
し
得
る
」
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
。
こ
の
場
合
、
ど
の
よ
う

な
意
味
の
「
存
在
」
か
が
問
題
で
あ
る
。
生
成
変
化
を
有
し
な
い
恒
常
的
実
体
が
存
在
す
る
と
い
う
意
味
の
「
存
在
」
で
は
な
い
。
で
は
、

悶
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竜
樹
に
と
っ
て
所
作
が
、
そ
し
て
法
お
よ
び
非
法
が
存
在
し
得
る
そ
の
あ
り
方
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
中
論
』
二
十
四
章
十
四
偶
は
「
空
性
が
成
立
す
る
者
に
は
す
雫
へ
て
の
も
の
が
成
立
す
る
（
あ
る
い
は
、
可
能
と
な
る
）
」
と
述
尋
へ
る
。

こ
れ
は
、
空
性
を
理
解
し
た
者
に
は
、
諸
有
の
も
の
の
生
じ
た
り
減
し
た
り
す
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
場
合
、
「
す
べ
て
の
も
の
が
成
立
す
る
」
と
は
、
一
般
の
日
常
世
間
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
諸
々
の
も
の
の
生
滅
で
は

な
い
。
「
空
性
が
成
立
す
る
、
あ
る
い
は
理
解
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
、
「
す
雫
へ
て
の
も
の
が
成
立
す
る
」
と
言
い
得
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
「
日
常
言
語
活
動
に
お
い
て
諸
々
の
も
の
が
生
じ
た
り
滅
し
た
り
す
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
。
そ
れ

故
に
、
諸
々
の
も
の
は
無
自
性
で
あ
り
、
空
で
あ
る
」
と
い
う
解
釈
が
近
代
学
者
の
中
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
日

常
世
間
に
お
け
る
変
化
が
無
自
性
性
の
根
拠
と
考
え
ら
れ
る
が
、
日
常
世
間
に
お
け
る
諸
々
の
も
の
の
生
滅
と
い
う
よ
う
な
変
化
を
弁
証

す
る
た
め
に
諸
々
の
も
の
の
無
自
性
性
を
主
張
す
る
な
ら
ば
、
言
語
的
展
開
の
寂
滅
し
た
縁
起
を
説
く
必
要
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ

ろ
う
。
竜
樹
が
日
常
世
間
の
変
化
の
存
在
を
認
め
て
い
る
の
は
、
空
性
す
な
わ
ち
言
語
的
展
開
の
止
滅
を
理
解
し
た
者
の
眼
に
よ
っ
て
見

ら
れ
た
世
俗
（
の
ミ
ミ
ミ
）
の
世
界
の
中
の
変
化
に
関
し
て
な
の
で
あ
る
。
「
中
論
』
に
と
っ
て
は
、
諸
有
の
も
の
、
あ
る
い
は
世
界
そ
の
も

の
が
ど
の
よ
う
な
構
造
を
有
す
る
の
か
、
と
い
う
問
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
持
た
な
い
。
誰
に
と
っ
て
の
世
界
で
あ
る
か
が
重
要
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
凡
夫
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て
い
る
世
界
と
、
空
性
を
理
解
し
た
覚
者
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て
い
る
世
界
と
は
、
た
と
え
そ
の
両
者

が
い
わ
ゆ
る
物
理
的
に
同
一
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
空
性
の
理
解
を
追
求
す
る
中
観
論
者
に
と
っ
て
は
別
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
先
ほ
ど
の
『
中
論
』
二
四
章
十
四
偶
を
も
う
一
度
み
て
み
よ
う
。
「
す
書
へ
て
の
も
の
が
成
立
す
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に

お
い
て
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
「
す
べ
て
の
も
の
が
自
性
を
有
し
て
存
在
す
る
」
と
い
う
意
味
で

は
な
い
筈
で
あ
る
。
空
性
が
理
解
さ
れ
た
以
上
、
自
性
の
非
存
在
も
承
認
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
『
中
論
」
二
十

四
章
十
八
偶
は
「
す
、
へ
て
の
も
の
が
成
立
す
る
」
仕
方
を
伝
え
て
く
れ
る
。
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二
十
四
章
十
八
偶
Ｃ
ｄ
で
空
性
が
仮
説
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
仮
説
と
は
対
象
に
依
止
し
（
ミ
ミ
ミ
倉
）
そ
れ
を
認
識
の

領
域
の
中
に
取
り
入
れ
、
そ
の
対
象
の
存
在
を
言
葉
に
よ
っ
て
仮
り
に
「
知
ら
し
め
る
こ
と
」
（
當
亀
冒
曾
）
で
あ
る
。
言
葉
に
よ
っ
て

「
仮
り
に
」
知
ら
し
め
ら
れ
る
「
存
在
」
と
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
要
素
が
実
在
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味

、
、

、
や

の
「
存
在
」
で
は
勿
論
な
い
。
縁
り
て
生
起
す
る
も
の
（
あ
る
い
は
こ
と
）
が
空
性
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
た
（
十
八
偶
ａ
ｂ
）
直
後
に
、

空
性
が
再
び
肯
定
的
な
何
も
の
か
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
（
ｃ
ｄ
）
。
こ
れ
は
般
若
経
に
言
う
「
空
〔
性
〕
は
色
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
に

対
応
す
る
。
「
肯
定
的
な
何
も
の
か
」
で
あ
る
仮
説
は
、
具
体
的
に
は
言
語
的
展
開
す
な
わ
ち
個
々
の
現
象
と
し
て
顕
現
す
る
。
そ
の
場

合
、
凡
夫
の
見
た
言
語
的
展
開
の
世
界
と
Ｉ
少
な
く
と
も
凡
夫
が
推
測
す
る
限
り
に
お
い
て
は
Ｉ
ほ
と
ん
ど
同
一
の
よ
う
に
見
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
空
性
に
至
っ
て
再
び
よ
み
が
え
っ
た
Ｉ
す
な
わ
ち
、
言
語
的
展
開
の
中
に
再
び
入
っ
て
き
た
世
俗
は
、

凡
夫
が
日
常
言
語
活
動
（
ミ
ミ
ミ
ー
尋
窒
）
の
中
で
見
聞
き
す
る
世
界
で
は
最
早
な
い
。
そ
れ
は
一
度
「
死
」
に
至
っ
た
「
俗
な
る
も
の
」
が

「
再
生
」
し
た
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
自
己
否
定
を
全
く
受
け
て
い
な
い
「
俗
な
る
も
の
」
と
は
別
の
何
か
で
あ
る
。

る
」
と
い
う
表
現
と
対
応
す
ブ

と
い
う
場
面
を
語
っ
て
い
る
。

縁
起
、
す
な
わ
ち
縁
り
て
生
じ
て
い
る
こ
の
世
界
が
空
性
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
竜
樹
は
ま
ず
世
俗
と
し
て
展
開
さ
れ
て

⑤

い
る
現
象
世
界
が
本
来
は
空
性
と
し
て
の
「
聖
な
る
も
の
」
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
表
現
は
般
若
経
に
言
う
「
色
は
空
〔
性
〕
で
あ

る
」
と
い
う
表
現
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
十
四
章
十
八
偶
ａ
ｂ
は
、
二
十
四
章
十
四
偶
ａ
に
言
う
「
空
性
が
成
立
す
る
者
に
は
」

縁
起
な
る
も
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
も
空
性
と
わ
れ
わ
れ
は
呼
ぶ
（
ａ
ｂ
）

そ
れ
（
空
性
）
は
〈
〔
対
象
に
〕
依
止
し
て
〔
そ
の
存
在
を
〕
知
ら
し
め
る
こ
と
〉
（
仮
説
）
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
中
道
で
あ
る
（
Ｃ

ｄ
）
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砦
の
↓
。
こ
‐
と
一
ぜ

ら
か
で
あ
る
。

『
中
論
』
二
十
六
章
は
十
二
支
縁
起
の
考
察
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
章
お
よ
び
最
終
章
「
独
断
的
見
解
（
見
）
の
考
察
」
は
『
中

論
』
の
中
で
特
異
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
宇
井
伯
寿
氏
は
「
『
中
論
』
の
論
議
は
実
質
的
に
は
二
十
五
章
ま
で
で
終
っ
て
お
り
、
二
十

⑥

六
章
は
一
種
附
録
的
の
も
の
と
も
見
得
書
へ
し
」
と
言
わ
れ
る
。
確
か
に
最
終
の
二
章
に
お
け
る
論
議
の
展
開
は
そ
れ
以
前
の
論
議
と
は
異

な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
二
章
、
特
に
わ
れ
わ
れ
の
今
の
考
察
に
と
っ
て
重
要
な
二
十
六
章
、
が
そ
れ
以
前
の
諸
章
の
論
議
か
ら
分
離

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
は
今
一
度
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

「
中
論
』
で
は
Ｉ
少
な
く
と
も
現
在
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
て
い
る
か
た
ち
で
は
‐
壁
頭
に
縁
起
は
「
言
語
的
展
開
の
止
滅
し
た
も

の
で
あ
る
」
と
述
需
へ
ら
れ
、
二
十
四
章
で
は
「
縁
起
は
空
性
で
あ
る
」
（
一
八
偶
）
と
述
隷
へ
ら
れ
た
後
、
再
び
二
十
六
章
に
お
い
て
縁
起

が
考
察
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
十
五
章
ま
で
に
お
い
て
説
か
れ
る
縁
起
は
言
葉
を
越
え
た
最
高
真
理
（
曹
さ
言
§
言
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、

二
十
六
章
に
説
か
れ
る
縁
起
の
表
現
は
、
そ
れ
ま
で
竜
樹
が
批
判
し
て
い
た
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
の
そ
れ
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
十
六

章
に
お
い
て
は
、
「
生
ず
る
こ
と
な
き
縁
起
」
が
説
か
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
「
生
ず
る
縁
起
」
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

二
十
六
章
に
お
け
る
縁
起
説
が
そ
れ
以
前
の
縁
起
説
と
異
質
で
あ
る
こ
と
に
は
『
中
論
』
の
古
く
か
ら
の
註
釈
家
た
ち
も
気
づ
い
て
い

た
。
『
無
畏
論
』
で
は
「
こ
こ
に
〔
反
論
者
〕
が
主
張
す
る
。
〔
こ
れ
ま
で
〕
あ
な
た
〔
中
観
論
者
〕
は
大
乗
の
教
義
に
よ
っ
て
最
高
真

理
寺
ミ
、
ミ
ミ
ミ
言
）
へ
の
悟
入
を
説
い
て
き
た
が
、
今
や
あ
な
た
は
声
聞
の
教
義
に
よ
る
最
高
真
理
へ
の
悟
入
を
説
く
今
へ
き
で
あ
る
」
と
述

⑦

く
ら
れ
た
後
に
、
二
十
六
章
の
十
二
詩
頌
が
答
え
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
十
六
章
に
お
け
る
縁
起
説
が
声
聞
乗
の
も
の
で

あ
る
こ
と
を
『
無
畏
論
」
の
作
者
も
気
づ
い
て
い
た
。
こ
こ
に
言
う
「
声
聞
の
教
義
」
と
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
明

青
目
も
ま
た
二
十
六
章
の
縁
起
説
が
「
声
聞
の
法
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
問
う
。
あ
な
た
は
大
乗
の
法
に
よ
っ
て
第
田

一
〈



一
義
（
最
高
真
理
）
↓
へ
切
道
を
〔
こ
れ
ま
で
に
〕
説
い
て
き
た
。
我
夜
低
今
や
声
聞
法
が
第
一
義
の
道
に
入
る
の
を
説
く
の
を
聞
き
た
い

と
思
う
」
と
述
雫
へ
た
後
、
こ
の
間
に
対
す
る
答
え
と
し
て
二
十
六
章
の
十
二
詩
頌
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
青
目
註
の
こ
の
個
所
は
『
無
畏

論
』
の
そ
れ
と
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
寺
本
椀
雅
氏
は
『
無
畏
論
』
を
訳
す
に
あ
た
っ
て
、
「
龍
樹
は
説
一
切
有
部
派
の
十
二
因
縁
説

を
其
儘
に
採
用
し
、
根
本
佛
教
の
縁
起
説
即
ち
上
座
部
と
大
衆
部
と
の
二
派
未
分
岐
以
前
に
於
け
る
純
粋
縁
起
観
に
就
て
何
等
の
検
討
を

〆施
さ
ず
、
従
来
よ
り
襲
套
し
来
れ
る
小
乗
教
の
伝
統
的
業
感
縁
起
説
を
其
ま
ま
に
伝
承
し
、
只
是
れ
に
一
切
皆
空
法
の
思
想
を
以
て
、
業

⑨

縁
起
を
止
揚
し
た
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
舎
へ
て
お
ら
れ
る
。

が
、
は
た
し
た
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
『
中
論
』
第
一
章
以
来
、
竜
樹
が
批
判
し
て
き
た
の
は
主
に
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
の
縁
起
説
で
あ
っ

た
。
そ
の
竜
樹
が
他
な
ら
ぬ
『
中
論
』
の
末
尾
に
そ
れ
ま
で
批
判
の
対
象
と
し
て
き
た
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
縁
起
説
を
そ
の
ま
ま
に
掲
げ
た
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
何
か
他
の
理
由
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
縁
起
説
を
も
自
己
の
体
系
の
中
に
位

置
づ
け
よ
う
と
し
た
Ｉ
あ
る
い
は
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
ｌ
結
果
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

竜
樹
が
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
を
一
方
的
に
排
斥
す
る
の
み
で
は
な
い
こ
と
は
已
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

三
枝
充
恵
氏
は
竜
樹
の
縁
起
〔
説
〕
に
お
い
て
は
項
（
支
分
）
万
に
依
っ
て
項
ｙ
の
生
ず
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
「
染
め
る
も

の
」
（
染
、
煩
悩
、
畠
輌
急
）
と
「
染
め
ら
れ
る
も
の
」
（
染
者
、
賢
尋
言
）
の
場
合
（
六
章
）
を
例
と
し
て
指
摘
し
た
個
所
で
「
し
か
し
、
ア

ビ
ダ
ル
マ
の
法
相
を
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
、
十
二
支
を
決
し
て
無
視
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
第
二
十
六
品
は
、
全

品
そ
れ
に
当
て
ら
れ
、
ま
た
第
二
十
三
品
第
二
十
三
偶
（
羅
什
訳
二
十
二
偶
）
に
は
ゞ
顛
倒
の
減
↓
無
明
の
減
↓
諸
行
等
の
減
が
説
か
れ

⑩

た
」
と
註
記
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
竜
樹
は
「
中
論
』
に
お
い
て
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
を
批
判
す
る
と
と
も
に
自
分
の
体
系
を
か
た
ち
づ
く

る
諸
点
の
基
礎
概
念
を
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
の
中
に
求
め
て
い
る
。
例
え
ば
第
一
章
に
お
い
て
否
定
さ
れ
る
「
四
種
の
原
因
・
条
件
（
縁
）
」

に
し
て
も
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
の
体
系
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
二
十
六
章
に
見
ら
れ
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
の
、
い
わ
ば
肯
定
的
な

評
価
が
竜
樹
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
に
対
す
る
妥
協
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
竜
樹
が
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
縁
起
説
を
批
判
し
な
が
ら
も
時
と
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「
日
常
言
語
活
動
の
真
実
に
属
す
る
こ
の
〔
苦
の
〕
集
合
が
生
ず
る
と
は
、
日
常
言
語
活
動
の
縁
起
で
あ
る
。
最
高
真
理
と
し
て
は

〔
縁
起
あ
る
い
は
諸
々
の
も
の
が
〕
生
じ
な
い
こ
と
〔
を
論
証
し
た
と
こ
ろ
〕
の
諸
章
に
お
い
て
か
く
の
如
く
説
い
た
よ
う
に
〔
縁

⑫

起
せ
る
も
の
は
〕
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
」

こ
の
よ
う
に
渭
弁
は
最
高
真
理
の
縁
起
と
世
俗
（
日
常
言
語
活
動
）
の
真
理
の
縁
起
と
の
二
種
を
立
て
る
。
清
弁
の
体
系
の
中
で
こ
の

⑬

二
つ
の
真
理
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
、
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
の
考
察
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い
。
今
は
『
中
論
』
に

お
け
る
竜
樹
自
身
の
思
想
を
考
察
す
る
手
が
か
り
と
な
る
限
り
に
お
い
て
清
弁
註
を
用
い
る
こ
と
に
し
よ
う
。
と
も
か
く
、
清
弁
に
お
い

て
も
二
十
六
章
に
お
け
る
縁
起
は
「
世
俗
真
理
」
（
“
ミ
ミ
爵
邑
曾
急
）
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

二
十
六
章
に
述
べ
ら
れ
た
縁
起
が
言
語
的
展
開
の
す
が
た
を
取
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
月
称
の
註
『
明
ら
か
な
こ
と
ば
』
で
も
認
め
ら

れ
て
い
る
。
月
称
は
し
か
し
な
が
ら
「
無
畏
論
』
の
作
者
や
青
目
の
よ
う
に
二
十
六
章
の
説
を
声
聞
乗
の
教
説
で
あ
る
と
は
述
べ
て
い
な

い
。
『
中
論
』
の
結
論
と
も
言
え
る
二
十
四
章
十
八
偶
（
三
諦
偏
）
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
縁
起
」
と
は
何
か
、
と
い
う
問
に
対
す
る
回

答
と
し
て
そ
こ
で
言
う
仮
説
の
内
容
と
し
て
二
十
六
章
が
著
さ
れ
た
、
と
月
称
は
註
釈
を
し
て
い
る
。
だ
が
、
二
十
六
章
註
に
お
け
る
月

称
の
縁
起
の
説
明
に
は
、
肯
定
的
表
現
が
多
く
見
ら
れ
る
。
月
称
は
こ
の
章
の
註
で
十
二
支
縁
起
を
『
聖
稲
茎
経
』
を
引
用
し
な
が
ら
説

明
す
る
。

次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ
ち
、

し
て
「
肯
定
す
る
」
の
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

清
弁
は
『
中
論
』
の
註
『
知
恵
の
と
も
し
び
』
で
二
十
六
章
を
「
日
常
言
語
活
動
（
ミ
ミ
ミ
言
皇
）
と
し
て
の
縁
起
を
説
く
た
め
に
」
著
し

⑪

た
も
の
、
と
説
明
し
て
い
る
。
渭
弁
も
ま
た
二
十
六
章
が
言
語
活
動
の
止
滅
し
て
い
る
縁
起
を
、
で
は
な
く
、
言
語
的
展
開
の
す
が
た
を

取
る
縁
起
を
説
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
、
彼
は
二
十
六
章
九
偶
Ｃ
ｄ
「
こ
の
よ
う
に
こ
の
苦
の
集
合
の
み
が
生
ず
る
」
を
註
釈
し
て

「
こ
の
よ
う
に
、
十
二
支
縁
起
（
蕊
ミ
ヘ
ミ
鼻
営
ミ
畠
ミ
‐
旨
ミ
ミ
菖
畠
尋
）
は
、
〔
諸
支
が
〕
相
互
に
原
因
と
な
り
、
〔
諸
支
が
〕
相
互
に
条
殿



件
と
な
り
、
無
常
な
る
も
の
（
§
魯
倉
）
で
は
な
く
、
常
な
る
も
の
含
魯
倉
）
で
は
な
く
、
…
…
減
す
る
も
の
（
唇
ミ
ミ
言
遣
ご
念
）
で
は
な

く
、
不
滅
の
も
の
（
国
富
ミ
ミ
ミ
貴
ミ
霞
）
で
な
く
・
・
・
…
無
始
の
時
以
来
活
動
し
て
い
る
も
の
（
鷺
ミ
ミ
倉
）
で
あ
り
、
中
断
さ
れ
て
い
な
い

⑭

も
の
（
ミ
ミ
ミ
ー
曽
葛
急
）
で
あ
り
、
河
の
流
れ
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
（
ミ
ミ
ご
ミ
ミ
輔
）
・
」

こ
の
『
聖
稲
茎
経
』
か
ら
の
引
用
文
の
後
半
に
は
縁
起
が
肯
定
的
な
表
現
を
受
け
て
い
る
。
月
称
の
縁
起
説
に
関
し
て
は
別
に
論
じ
た

⑮

の
で
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
立
入
ら
な
い
こ
と
に
し
た
い
が
、
要
す
る
に
月
称
に
あ
っ
て
は
縁
起
と
は
世
俗
の
も
の
で
あ
り
、
眼
前
に
展
開

⑯

す
る
現
象
界
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
彼
に
と
っ
て
も
「
世
俗
」
と
は
あ
く
ま
で
佛
教
者
に
と
っ
て
の

Ｉ
つ
ま
り
覚
者
が
慧
眼
に
よ
っ
て
見
た
と
こ
ろ
の
Ｉ
世
界
な
の
で
あ
っ
て
、
サ
ー
ン
キ
ャ
学
派
や
ヴ
ァ
ィ
シ
￥
－
シ
カ
学
派
な
ど
の

反
対
論
者
が
実
在
す
る
と
主
張
す
る
日
常
の
世
界
の
こ
と
で
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

『
中
論
』
二
十
六
章
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
縁
起
を
構
成
す
る
項
の
存
在
あ
る
い
は
生
起
は
、
二
十
六
章
に
お
い
て
は
じ
め
て

述
録
へ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
八
章
十
二
偶
で
は
竜
樹
自
身
の
立
場
の
表
現
と
し
て
「
作
者
が
業
に
依
っ
て
（
萱
念
冒
冒
）
生
じ
、
業
は

作
者
に
依
っ
て
（
、
ミ
ミ
倉
）
生
ず
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
縁
起
を
構
成
す
る
諸
項
（
業
と
作
者
）
の
存
在
お

⑰

よ
び
そ
れ
ら
の
間
の
関
係
（
（
）
に
依
っ
て
（
）
が
生
ず
る
こ
と
）
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
二
十
六
章
に
お
け
る
十
二
支
縁
起
に
は
、

し
か
し
な
が
ら
、
八
章
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
「
相
互
に
」
と
い
う
側
面
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
十
二
支
縁
起
に
は
、
邦
に
依
っ
て
γ
が

生
じ
、
γ
に
依
っ
て
〃
が
生
ず
る
、
と
い
う
局
面
は
認
め
ら
れ
な
い
。
だ
が
竜
樹
に
と
っ
て
、
縁
起
を
構
成
す
る
諸
々
の
項
は
、
無
明
、

行
、
識
云
々
と
い
う
よ
う
な
方
向
の
定
め
ら
れ
た
も
の
の
の
み
で
は
な
く
て
、
業
と
作
者
、
行
く
人
と
行
く
こ
と
と
い
う
よ
う
に
相
互
に

依
存
す
る
も
の
も
含
ま
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
竜
樹
の
縁
起
説
に
関
す
る
限
り
、
万
に
依
っ
て
γ
が
生
ず
る
の
か
、
あ
る
い
は
逆
に
γ
に

依
っ
て
苑
が
生
ず
る
の
か
、
の
区
別
は
原
始
佛
教
お
よ
び
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
の
思
想
の
考
察
に
お
け
る
よ
う
に
は
重
要
で
は
な
い
。

七
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十
八
章
五
偶
に
お
い
て
竜
樹
は
「
煩
悩
と
業
と
は
概
念
作
用
（
亀
菖
瞥
）
か
ら
生
ず
る
。
概
念
作
用
は
言
語
的
展
開
（
萱
§
§
§
）
か
ら

生
ず
る
」
と
い
う
因
果
関
係
を
肯
定
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
「
概
念
作
用
か
ら
煩
悩
と
業
と
が
生
ず
る
」
と
い
う
方
向
は
決
っ
て

お
り
、
そ
の
逆
は
認
め
ら
れ
な
い
。
言
語
的
展
開
（
戯
論
）
↓
概
念
作
用
（
分
別
）
↓
煩
悩
と
業
と
い
う
因
果
関
係
は
、
い
わ
ば
「
竜
樹
の

三
支
縁
起
」
で
あ
る
。
十
二
支
縁
起
に
よ
っ
て
世
界
の
生
成
が
語
ら
れ
た
よ
う
に
、
『
中
論
』
の
「
三
支
縁
起
」
も
世
界
の
生
成
を
語
っ

て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
「
縁
起
」
は
肯
定
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

以
上
見
た
よ
う
に
縁
起
を
構
成
す
る
諸
項
の
存
在
あ
る
い
は
生
起
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
は
二
十
六
章
に
お
い
て
の
み
で
は
な
い
。
言

語
的
展
開
の
止
滅
し
て
い
る
最
高
真
理
と
し
て
の
縁
起
と
、
言
語
的
展
開
の
す
が
た
を
取
る
縁
起
と
が
『
中
論
』
の
中
に
混
在
し
て
い
る
。

で
は
そ
れ
ら
は
何
の
関
係
も
な
く
並
列
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
竜
樹
は
明
確
な
意
図
を
も

っ
て
こ
の
二
種
の
縁
起
を
説
き
、
『
中
論
』
の
中
で
そ
れ
ら
は
何
ら
か
の
関
係
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

『
中
論
』
に
お
け
る
縁
起
の
諸
側
面
は
、
「
俗
な
る
も
の
」
の
否
定
さ
れ
た
と
き
「
聖
な
る
も
の
」
が
顕
現
し
、
そ
し
て
「
聖
な
る
も

の
」
が
「
俗
な
る
も
の
」
の
中
に
働
く
、
と
い
う
宗
教
実
践
の
基
本
構
造
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
「
縁
り
て

生
ず
る
も
の
」
で
あ
る
縁
起
が
生
ず
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
よ
う
に
否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
の
考
え
方
が
批
判
さ
れ

る
場
面
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
俗
な
る
も
の
」
が
止
滅
さ
せ
ら
れ
る
場
面
な
の
で
あ
る
（
ａ
）
。
縁
起
が
言
語
的
展
開
の
止
滅
し
た
も
の
で
あ

る
と
帰
敬
偶
等
に
あ
る
い
は
、
最
高
真
理
と
し
て
の
縁
起
を
否
定
的
な
方
法
で
語
ろ
う
と
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
（
ｂ
）
。
そ
し
て
「
縁
起

が
吉
祥
な
も
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
と
き
に
は
、
縁
起
は
何
も
の
か
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
（
げ
）
。
そ
し
て
、

無
明
に
よ
っ
て
行
が
あ
り
、
行
に
よ
っ
て
識
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
十
二
支
縁
起
が
肯
定
的
に
語
ら
れ
る
の
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
の
考

え
た
縁
起
が
覚
者
の
眼
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
て
把
え
ら
れ
た
言
語
的
展
開
の
一
環
と
し
て
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
死
」
に
至
ら
し

⑱

め
ら
れ
た
ｌ
寂
滅
に
導
か
れ
た
‐
「
俗
な
る
も
の
」
が
「
再
生
」
し
た
の
で
あ
る
（
ざ
。
「
聖
な
る
も
の
」
の
「
俗
な
る
も
の
」
に

お
け
る
顕
現
・
活
動
は
、
『
中
論
』
の
場
合
、
現
象
世
界
の
「
聖
化
」
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。
「
俗
な
る
も
の
」
と
し
て
の
日
常
言
語
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活
動
が
、
寂
滅
（
ニ
ヴ
リ
ッ
テ
ィ
）
へ
と
赴
き
、
宗
教
実
践
Ｉ
二
十
六
章
十
一
偶
に
述
へ
ら
れ
る
修
習
が
実
践
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ

る
ｌ
の
行
為
者
が
空
性
を
理
解
し
た
後
は
、
言
語
的
展
開
の
覚
者
の
眼
の
前
で
よ
み
が
え
り
、
活
動
を
は
じ
め
る
。
「
聖
な
る
も
の
」

そ
れ
自
体
は
姿
を
見
せ
な
い
。
か
つ
て
の
「
俗
な
る
も
の
」
に
力
を
与
え
て
己
が
存
在
を
背
後
に
感
じ
さ
せ
る
の
み
で
あ
る
。
、
「
聖
な
る

も
の
」
に
よ
っ
て
力
を
与
え
ら
れ
再
生
し
た
「
俗
な
る
も
の
」
は
、
「
聖
化
さ
れ
た
俗
な
る
も
の
」
で
あ
る
。

『
中
諭
』
二
十
六
章
に
説
か
れ
る
縁
起
は
、
「
聖
化
さ
れ
た
」
日
常
言
語
活
動
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
竜
樹
が
『
中
論
』
の
終
り

に
至
っ
て
自
分
の
批
判
の
対
象
に
他
な
ら
な
か
っ
た
説
一
切
有
部
の
表
現
形
式
を
用
い
た
の
は
、
そ
れ
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
た
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
自
分
の
批
判
が
完
了
し
、
反
対
説
も
自
己
の
説
の
中
に
組
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
た
か
ら
こ
そ
二
十
六
章
を
著
し
た
と
考
え

な
く
、
む
し
ろ
自
ハ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

註
①
「
相
依
性
」
を
単
に
諸
項
間
の
相
互
依
存
関
係
と
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
て
、
妬
と
ｙ
と
の
相
依
性
が
成
立
す
る
た
め
に
は
妬
と
ｙ
と
の
一
体
性

が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
解
釈
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
ｙ
が
無
自
性
で
あ
る
と
き
は
妬
・
に
摂
せ
ら
れ
、

雛
が
無
自
性
で
あ
る
と
き
は
ｙ
に
摂
せ
ら
れ
る
と
い
う
「
交
互
的
関
係
に
あ
る
と
き
両
者
の
一
体
と
い
う
こ
と
は
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
意
味
の
一
体
性
の
な
い
異
体
的
存
在
た
る
二
つ
の
も
の
の
相
互
関
係
と
し
て
相
依
を
考
え
る
な
ら
ば
、
「
相
互
因
待
に
よ
っ
て
成
立
す
る
」
と
い

う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
（
上
田
義
文
『
大
乗
佛
教
思
想
の
根
本
構
造
』
百
華
苑
一
九
五
七
九
○
頁
）
。
上
田
氏
は
、
諸
々
の
項
、
例
え
ば

「
火
と
燃
料
と
の
間
に
は
相
互
排
除
性
と
同
一
性
と
が
同
時
に
存
し
て
い
る
」
（
前
掲
書
九
一
頁
）
と
言
わ
れ
る
。
一
方
の
項
の
否
定
が
他
方
の

項
の
肯
定
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
の
考
え
方
は
、
歴
史
的
に
は
、
「
定
立
否
定
（
曹
塁
員
罫
園
）
に
よ
る
空
の
解
釈
の
伝
統
」
に
属
し
、
「
非
定
立
否
定

（
、
畠
ミ
曽
貰
昌
号
凰
冨
）
に
よ
る
空
の
解
釈
」
に
は
属
さ
な
い
。
イ
ン
ド
中
観
思
想
史
に
お
い
て
は
少
な
く
と
も
月
称
ま
で
に
お
い
て
は
「
非
定

立
否
定
に
よ
る
空
の
解
釈
」
が
主
流
を
占
め
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
以
後
、
イ
ン
ド
更
に
は
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
定
立
的
否
定
に
よ
っ
て
空
を
理
解

す
る
人
倉
が
現
わ
れ
た
。
一
方
、
唯
識
派
に
お
い
て
は
清
弁
（
’
五
七
○
年
項
没
）
の
時
代
ま
で
に
は
定
立
的
否
定
に
よ
っ
て
空
性
を
理
解
す
る
こ

と
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
且
三
枝
充
恵
「
龍
樹
の
空
に
つ
い
て
」
『
大
乗
佛
教
の
成
立
史
的
研
究
』
三
省
堂
邑
望
も
瞳
震
．

●
少
ｒ

②
望
品
§
倉
舟
曽
』
目
ゞ
艮
〆
胃
・
扇
．
①
言
．

③
シ
チ
ェ
ル
簿
ハ
ト
ス
コ
イ
『
大
乗
佛
教
概
論
」
（
金
岡
秀
友
訳
）
理
想
社
ら
弓
》
勺
忍
で
は
、
説
一
切
有
部
の
主
張
す
る
世
界
構
成
要
素
と
「
サ

86



＠
号
昼
・
》
ぐ
巳
．
謡
》
己
ｂ
留
鳥
出
息
．
函
岸
梶
山
前
掲
論
文
喧
届
』
．

⑬
安
慧
註
『
大
乗
中
観
釈
論
』
に
は
「
〔
こ
れ
ま
で
〕
説
い
て
き
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
皆
夢
や
幻
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
和
合
し
て
存
在
す
る
の
で

あ
っ
て
〔
不
変
の
実
体
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
〕
。
か
の
諸
灸
の
生
存
の
あ
り
方
（
趣
）
な
ど
の
内
的
区
別
あ
る
い
は
そ
の
認
識
は
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
神

の
城
の
ご
と
く
〔
実
在
し
な
い
の
〕
で
あ
る
。
諸
盈
の
も
の
（
諸
行
）
で
生
起
せ
る
も
の
は
縁
よ
り
生
ず
る
。
こ
れ
ら
を
詳
細
に
説
く
の
は
、
世
俗

〔
に
属
す
る
と
こ
ろ
〕
の
縁
生
〔
す
な
わ
ち
縁
起
〕
を
否
定
す
る
手
段
と
な
る
」
（
所
説
皆
如
夢
幻
。
有
所
和
合
。
彼
諸
趣
等
差
別
分
別
亦
如
乾
閨
婆

城
。
諸
行
所
起
皆
是
縁
生
。
比
等
広
説
呰
謂
証
成
世
俗
縁
生
対
治
之
法
。
ｌ
句
点
は
筆
者
ｌ
）
『
卍
蔵
経
』
ぐ
○
］
．
曽
ｌ
］
』
も
、
詞
．
こ
の
よ
う
に
安
慧

に
よ
れ
ば
二
十
六
章
で
は
夢
や
幻
の
よ
う
な
縁
起
せ
る
も
の
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

⑭
ｏ
２
］
（
］
国
間
農
．
、
蚤
鈎
ミ
ミ
§
員
詞
》
己
．
ｍ
急
．
『
．
四
魚
．
本
多
恵
「
プ
ラ
サ
ン
ナ
パ
ダ
Ｉ
第
二
十
六
・
一
手
‐
七
章
和
訳
」
「
同
朋
大
学
論
叢
』
ｚ
ｏ
・

ち
ゞ
己
．
Ｈ
曽
陣
．
な
お
『
聖
稲
茎
経
』
に
は
「
内
的
な
（
ミ
ミ
ミ
言
尋
室
）
縁
起
は
五
つ
の
原
因
に
よ
っ
て
考
察
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
ぺ
ら
れ
る

⑦
『
西
蔵
大
蔵
経
』
（
北
京
版
）
鈴
木
学
術
財
団
ご
巳
．
鼠
壱
に
息
ふ
息
．
鰐

③
「
大
正
大
蔵
経
」
ぐ
○
］
・
ざ
魚
）
＆
弓
息
．
民
．

⑨
寺
本
腕
雅
訳
註
『
龍
樹
造
中
論
無
畏
疏
』
国
害
刊
行
会
岳
菖
（
復
刻
）
』
や
切
培
．

⑩
三
枝
充
息
「
縁
起
の
考
察
」
『
印
度
学
佛
教
学
研
究
』
ぐ
ｇ
＆
凸
』
や
閾
可
』
旨
．
陰
．

⑪
『
西
蔵
大
蔵
経
』
（
北
京
版
）
鈴
木
学
術
財
団
ぐ
○
』
．
謡
》
も
＆
貿
喘
国
』
一
・
画
．
梶
山
雄
一
「
中
観
派
の
十
二
支
縁
起
解
釈
」
『
佛
教
思
想
史
」

ぐ
①
局
盲
四
国
①
邑
旨
・
岳
ご
》
も

⑤
こ
の
場
合
の
「
縁
起
」
は

あ
る
」
と
言
う
場
合
に
は
、

⑥
宇
井
伯
寿
「
国
訳
中
論
」

④
乏
胃
①
爲
国
５
．
口
．
里
、
悪
い
ミ
ミ
ー
ヘ
ミ
ミ
意
図
尋
員
３
冒
長
言
島
§
曽
豊
§
〉
弓
．
桷
蔦
旬
ミ
ミ
。
ミ
譲
長
§
雲
、
堂
員
（
）
自
尊
員
崔
冨
号
目
。
‐

卜

ぐ
２
．
い
や
届
］

旨
．
胃

ｌ
ソ
キ
ャ
学
派
で
い
う
実
体
Ｉ
未
分
化
の
物
質
（
営
畠
菖
自
性
）
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
永
久
不
滅
に
し
て
絶
対
的
な
る
死
で
あ
る
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

は
否
定
さ
る
べ
き
「
俗
な
る
も
の
」
と
し
て
の
言
語
的
展
開
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
「
縁
起
は
空
性
で

、
縁
起
は
す
で
に
覚
者
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
聖
化
さ
れ
た
「
俗
な
る
も
の
」
で
あ
る
。

」
『
国
訳
大
蔵
経
』
論
部
第
十
巻
岳
ｇ
ゞ
や
．
腱
。
》
己
．
］
喝
．
羽
溪
了
諦
「
中
観
部
こ
『
国
訳
一
切
経
』
ご
閉
も
．
圏
四
、

］
や
四
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が
、
そ
の
五
の
中
の
第
四
は
「
わ
ず
か
な
原
因
か
ら
大
き
な
結
果
が
生
ず
る
こ
と
」
で
あ
り
、
第
五
は
「
そ
れ
（
原
因
）
と
似
た
も
の
が
継
続
す
る

こ
と
」
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
観
点
に
あ
っ
て
も
縁
起
が
寂
滅
（
ミ
ミ
ミ
）
で
は
な
く
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

⑮
「
講
座
大
乗
佛
教
』
春
秋
社
（
近
刊
）
に
所
収
の
予
定
で
あ
る
。

⑯
、
苦
い
ミ
ミ
§
倉
§
』
固
鼠
息
．
巨
》
も
虐
沼
蔦
出
参
照
。

⑰
拙
稿
「
『
中
論
』
に
お
け
る
世
俗
と
勝
義
」
『
東
洋
学
術
研
究
』
ぐ
２
．
忌
凸
》
己
．
扇
．
『
中
諭
」
で
龍
樹
自
身
の
考
え
方
を
述
。
へ
る
の
に
肯
定
形
を

用
い
て
い
る
ケ
ー
ス
に
関
し
て
は
、
拙
稿
《
《
犀
Ｆ
ｏ
唾
３
］
皆
国
々
爵
旦
昏
の
ミ
ミ
員
ミ
ミ
ミ
ミ
菫
量
冒
冨
菖
冨
】
》
〕
智
琶
器
ミ
ミ
へ
ご
員
冒
箏
黛
員
勇
』

ロ
．
園
の
己
巴
．
ロ
Ｃ
ａ
Ｈ
の
。
再
〕
邑
忌
》
己
自
国
鹿
参
照
。

⑬
長
尾
雅
人
「
仏
教
の
思
想
と
歴
史
」
『
世
界
の
名
著
」
大
乗
仏
典
中
央
公
論
社
后
電
》
詞
ミ
参
照
。
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