
一
切
の
存
在
が
生
滅
変
化
の
法
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
無
常
で
あ
り
、
苦
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
佛
教
の
伝
統
的
立
場
で
あ
る
。
佛

教
で
は
、
諸
行
無
常
、
諸
法
無
我
、
浬
葉
寂
静
を
三
法
印
と
い
い
、
一
切
皆
苦
を
加
え
て
、
四
法
印
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
も
し
、
こ
の

立
場
を
く
つ
が
え
す
と
す
れ
ば
、
佛
教
は
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
『
中
論
』
の
第
二
十
四
章
「
四
聖
諦
の
考
察
」
を
見
る

佛
陀
の
教
説
と
空
の
思
想

Ｉ
『
中
論
』
第
二
十
四
章
「
四
聖
諦
の
考
察
」
の
研
究
１
１

一
龍
樹
の
無
自
性
空
論
に
た
い
す
る
ア
ピ
ダ
ル
マ
学
派
の
非
難

Ｉ
空
は
三
宝
破
壊
の
暴
論
で
あ
る
’

二
龍
樹
の
弁
明

ｌ
空
は
無
で
は
な
く
一
切
の
成
立
の
根
拠
で
あ
る
’

三
ア
ピ
ダ
ル
マ
学
派
の
有
自
性
論
に
た
い
す
る
龍
樹
の
非
難

ｌ
自
性
の
立
場
は
誤
謬
で
あ
り
、
縁
起
・
無
自
性
の
立
場
こ
そ
合
理
で
あ
る
Ｉ

｜
龍
樹
の
無
自
性
空
論
に
た
い
す
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
学
派
の
非
難

ｌ
空
は
三
宝
破
壊
の
暴
論
で
あ
る
Ｉ

安
井

広

済

］



に
い
っ
て
い
る
。

と
、
龍
樹
の
空
の
思
想
は
、
こ
の
佛
教
の
伝
統
的
立
場
を
く
つ
が
え
す
誤
っ
た
学
説
と
し
て
非
難
さ
れ
て
い
る
。

も
し
も
、
こ
れ
ら
一
切
が
空
（
獣
昌
四
）
で
あ
る
な
ら
ば
、
生
も
な
く
減
も
な
し
。
汝
に
と
っ
て
四
聖
諦
の
無
が
結
果
す
る
で
あ
ろ
う
。

ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
苦
が
聖
諦
と
し
て
あ
り
う
る
か
と
い
え
ば
、
「
諸
行
に
生
と
減
と
が
存
在
す
る
と
き
に
」
で
あ
る
。
し
か
し
、

空
性
（
曾
昌
異
く
ゅ
）
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
物
も
、
生
ぜ
ず
、
何
物
も
減
し
な
い
と
き
に
、
苦
は
存
在
し
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
苦

が
存
在
し
な
い
と
き
、
ど
う
し
て
集
諦
が
あ
ろ
う
か
。
お
よ
そ
原
因
よ
り
苦
が
集
起
し
生
起
す
る
と
き
＄
そ
の
愛
と
業
と
煩
悩
と
を

相
と
す
る
原
因
は
、
集
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
結
果
と
し
て
の
苦
諦
が
存
在
し
な
い
と
き
、
結
果
と
は
な
れ
た
も
の
は
、
原
因
た
る

も
の
と
し
て
不
合
理
で
あ
る
か
ら
、
集
も
、
ま
た
、
存
在
し
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
苦
の
捨
離
と
再
生
し
な
い
こ
と
が
、
減
と
い
わ
れ

る
。
し
か
し
、
苦
が
存
在
し
な
い
と
き
、
何
も
の
の
減
が
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に
、
苦
の
減
も
存
在
し
な
い
。
実
に
、
苦
が
存
在
し

な
い
と
き
、
滅
諦
も
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
苦
の
減
が
存
在
し
な
い
と
き
、
ど
う
し
て
、
苦
の
滅
に
お
も
む
く
聖
八
支
道
に
し
た
が

う
道
が
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に
、
道
諦
も
、
ま
た
存
在
し
な
い
。
故
に
、
以
上
の
よ
う
に
、
諸
存
在
の
空
性
を
語
る
場
合
に
は
、
四

聖
諦
が
存
在
し
な
い
と
い
う
結
果
に
お
ち
い
る
。

右
に
あ
げ
た
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
註
釈
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
よ
う
に
、
龍
樹
の
空
は
全
く
の
空
無
と
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
「
一
切
が
空
で
あ
れ
ば
、
生
も
な
く
減
も
な
し
。
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
註
釈
し
て
い
る
。

も
し
も
、
こ
れ
ら
一
切
が
空
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
ば
あ
い
に
は
、
空
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
存
在
せ
ず
（
冒
Ｃ
Ｏ
目
ご
四
目
§
〕

鼠
の
ｇ
、
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
（
制
。
○
画
目
農
試
計
）
は
、
現
に
無
な
る
も
の
（
い
く
匡
冒
日
目
鼻
ぐ
四
）
で
あ
る
か
ら
、
石
女
の
子
の

如
く
、
生
ぜ
ず
、
ま
た
、
減
し
な
い
。
故
に
、
い
か
な
る
事
物
の
上
に
も
、
生
と
減
が
な
い
。

そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
「
四
聖
諦
の
無
が
結
果
す
る
か
」
と
い
う
と
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
次
の
よ
う

Ｊ
ｂ
１
し
米
ロ
、

（
第
一
偶
）

２



「
空
」
は
、
「
存
在
し
な
い
も
の
」
、
「
現
に
無
な
る
も
の
」
で
あ
り
、
「
石
女
の
子
の
如
く
、
生
ぜ
ず
、
減
せ
ず
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
全
く
の
空
無
で
あ
る
か
ぎ
り
、
生
滅
変
化
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
生
滅
す
る
と
こ
ろ
の
存
在
が
有
っ
て
こ
そ
、
生
滅
も
成

立
す
る
が
、
生
滅
す
る
と
こ
ろ
の
存
在
が
空
無
で
あ
れ
ば
、
生
滅
は
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
存
在
の
生
滅
変
化
が
成
立

し
な
い
か
ぎ
り
、
存
在
が
無
常
で
あ
る
こ
と
も
、
し
た
が
っ
て
、
ま
た
、
存
在
が
苦
で
あ
る
こ
と
も
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

空
で
あ
る
か
ぎ
り
、
苦
聖
諦
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
‘
苦
聖
諦
が
成
立
し
な
い
か
ぎ
り
、
苦
の
原
因
と
な
る
愛
と
業
と
煩
悩

と
を
相
と
す
る
集
聖
諦
も
成
立
せ
ず
、
ま
た
、
苦
の
捨
離
で
あ
る
減
聖
諦
も
成
立
せ
ず
、
苦
の
減
に
お
も
む
く
道
聖
諦
も
成
立
し
な
い
わ

け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
龍
樹
の
空
の
立
場
を
非
難
す
る
反
対
論
者
は
、
存
在
に
自
性
（
“
ご
§
目
ぐ
ゅ
）
を
み
と
め
、
こ
の
立
場
に
た
っ
て
、
存

在
の
生
滅
変
化
を
語
り
、
無
常
・
苦
を
語
り
、
四
聖
諦
の
成
立
を
考
え
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
者
で
あ
ろ
う
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
者
は
佛
陀
の
教

説
を
伝
統
し
、
佛
陀
の
言
葉
ど
う
り
に
、
生
滅
の
法
を
も
っ
た
無
常
・
苦
な
る
存
在
が
自
性
と
し
て
有
る
と
考
え
る
の
で
あ
っ
て
、
か
よ

う
な
伝
統
的
な
立
場
に
た
つ
か
ぎ
り
、
龍
樹
の
空
の
学
説
は
佛
陀
の
教
説
を
破
壊
す
る
暴
論
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
、
つ
づ
い
て
反
対
論
者
は
、
次
の
よ
う
に
非
難
す
る
。

四
聖
諦
が
存
在
し
な
い
か
ら
、
知
と
断
と
証
と
修
と
が
妥
当
し
な
い
。
（
第
二
偶
）

そ
れ
ら
（
知
・
断
・
証
・
修
）
が
存
在
し
な
い
か
ら
、
四
つ
の
聖
果
も
存
在
し
な
い
。
四
つ
の
果
が
存
在
し
な
い
と
き
、
果
に
住
す
る

人
点
が
な
く
〔
四
つ
の
果
に
〕
向
う
人
々
も
な
い
。
（
第
三
偶
）

も
し
も
、
そ
れ
ら
八
大
士
（
四
向
四
果
）
が
な
け
れ
ば
、
僧
伽
は
存
在
し
な
い
。
四
聖
諦
が
存
在
し
な
い
か
ら
、
正
法
も
、
ま
た
、
存

在
し
な
い
。
（
第
四
偶
）

〔
正
〕
法
と
僧
伽
と
が
存
在
し
な
い
と
き
、
ど
う
し
て
、
佛
陀
が
存
在
し
よ
う
か
。
か
く
の
如
く
、
空
性
を
語
る
と
き
、
汝
は
、
三

宝
を
き
づ
つ
け
る
。
（
第
五
偶
）

ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
、
反
対
論
者
は
非
難
す
る
。
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空
性
を
〔
語
る
と
き
〕
、
果
が
実
有
で
あ
る
こ
と
、
非
法
と
法
、
お
よ
び
、
世
間
に
か
ん
す
る
一
切
の
言
説
（
困
昌
ａ
、
霞
ぐ
騨
罰
且
を
、

汝
は
き
づ
つ
け
る
。

（
第
六
偶
）

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
註
釈
に
よ
る
と
、
右
の
第
六
偶
に
た
い
し
て
は
、
「
も
し
も
、
こ
れ
ら
一
切
が
空
で
あ
り
、
一
切
が
存
在

し
な
い
な
ら
、
法
と
非
法
と
は
、
一
切
の
中
に
含
ま
れ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
を
因
と
す
る
愛
・
非
愛
の
果
と
と
も
に
、
存
在
し
な
い
。

ま
た
、
作
せ
、
煮
れ
、
食
え
、
立
て
、
行
け
、
来
れ
と
い
う
如
き
、
一
切
の
世
間
的
な
言
説
も
、
一
切
の
中
に
含
ま
れ
る
か
ら
、
一
切
法

が
空
で
あ
る
か
ら
、
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
存
在
に
自
性
を
み
と
め
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
学
派

の
立
場
か
ら
い
う
と
、
龍
樹
の
空
の
学
説
は
、
佛
・
法
・
僧
の
三
宝
を
破
壊
す
る
の
み
な
ら
ず
、
善
業
（
法
）
・
悪
業
（
非
法
）
に
愛
・
非
愛

の
果
が
実
有
で
あ
る
と
い
う
因
果
応
報
の
道
理
を
認
め
な
い
無
道
徳
的
な
虚
無
論
（
目
の
蒔
曾
）
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
一
切
の

世
間
に
か
ん
す
る
言
語
的
表
現
や
判
断
す
ら
も
み
と
め
な
い
否
定
的
な
破
壊
論
と
も
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

反
対
論
者
は
、
第
一
偶
よ
り
第
六
偶
に
い
た
る
六
偶
を
も
っ
て
、
龍
樹
の
空
の
学
説
を
以
上
の
よ
う
に
非
難
す
る
け
れ
ど
、
龍
樹
か
ら

い
う
と
、
空
は
何
ら
非
難
す
雷
へ
き
不
合
理
な
思
想
で
は
な
い
。
第
二
十
四
章
で
、
ま
ず
、
龍
樹
は
、
第
七
偶
よ
り
第
十
九
偶
に
い
た
る
ま

で
、
反
対
論
者
の
非
難
に
答
え
て
、
空
の
思
想
の
合
理
性
を
あ
ら
わ
し
、
弁
明
す
る
。

ま
ず
、
龍
樹
は
、
次
の
よ
う
に
反
対
論
者
に
答
え
て
い
る
。

こ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
い
う
。
汝
は
空
性
に
お
け
る
目
的
と
、
空
性
と
、
空
性
の
意
味
と
を
知
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
以
上
の
よ
う

二
龍
樹
の
弁
明

ｌ
空
は
無
で
は
な
く
一
切
の
成
立
の
根
拠
で
あ
る
Ｉ

１
空
は
無
で
は
な
い

4



に
、
汝
は
〔
わ
れ
わ
れ
を
〕
き
ず
つ
け
る
。
（
第
七
偶
）

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
右
の
第
七
偶
を
註
釈
し
て
「
汝
（
反
対
論
者
）
は
、
自
己
の
分
別
を
も
っ
て
無
（
唇
爵
葺
ぐ
四
）
が
空
性
の
意

味
曾
巨
冨
敵
‐
四
１
富
）
で
あ
る
と
、
か
く
の
如
く
顛
倒
し
誤
想
し
て
、
〈
も
し
も
、
こ
れ
ら
一
切
が
空
で
あ
る
な
ら
ば
、
生
も
な
く
減
も
な

し
〉
と
い
う
非
難
を
語
り
…
。
：
空
性
の
意
味
に
無
知
で
あ
る
の
で
、
空
性
を
も
知
ら
ず
、
ま
た
、
空
性
に
お
け
る
目
的
を
も
知
ら
な
い
。
」

と
い
い
、
「
縁
起
と
い
う
言
葉
の
意
味
こ
そ
、
空
性
と
い
う
言
葉
の
意
味
で
あ
り
、
無
（
騨
冨
習
煙
）
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
、
空
性
と
い
う

言
葉
の
意
味
で
は
な
い
。
」
「
し
か
し
、
汝
は
空
性
の
意
味
を
無
（
鼠
胃
詳
ぐ
四
）
で
あ
る
と
考
え
、
一
切
の
戯
諭
を
寂
滅
す
る
こ
と
が
空
性
に

お
け
る
目
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戯
諭
の
網
を
生
長
せ
し
め
、
空
性
の
目
的
を
知
ら
ず
に
い
る
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

反
対
論
者
は
空
を
虚
無
の
如
く
考
え
る
け
れ
ど
、
空
は
決
し
て
存
在
が
無
い
と
い
う
意
味
で
な
く
、
存
在
が
縁
起
で
あ
り
、
独
立
自
存
性

を
も
た
な
い
無
自
性
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
価
値
で
あ
っ
て
、
分
別
戯
諭
を
寂
滅
せ
し
め
る
目
的
を
も
っ
た
生
き
た
真
実
で
あ
る
と

佛
陀
は
、
一
切
の
存
在
が
生
滅
の
法
で
あ
り
無
常
で
あ
る
と
説
き
、
苦
集
滅
道
の
四
聖
諦
を
は
じ
め
、
迷
悟
染
浄
の
さ
ま
ざ
ま
の
教
説

を
施
設
し
た
。
し
か
し
、
生
滅
す
る
と
こ
ろ
の
存
在
が
自
性
と
し
て
有
っ
て
、
こ
の
存
在
が
無
常
で
あ
り
苦
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
存
在

の
有
の
立
場
が
反
対
論
者
の
立
場
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
存
在
の
有
の
立
場
は
、
究
極
的
な
勝
義
の
立
場
で
は
な
い
。
存
在
が
生
滅

の
法
で
あ
り
無
常
で
あ
る
か
ぎ
り
、
究
極
の
勝
義
の
真
実
は
空
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
龍
樹
は
、
こ
の
よ
う
な
佛
陀
の
教
説
の
甚
深
の
意

味
を
示
し
て
、
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

諸
佛
の
説
法
は
三
諦
に
よ
っ
て
〔
な
さ
れ
る
〕
。
世
間
世
俗
諦
と
勝
義
と
し
て
の
諦
で
あ
る
。
（
第
八
偶
）

か
の
二
諦
の
弁
別
を
知
ら
な
い
と
こ
ろ
の
人
々
は
、
、
佛
説
に
お
け
る
甚
深
の
真
実
を
知
ら
な
い
。
（
第
九
偶
）

龍
樹
か
ら
い
え
ば
、
反
対
論
者
の
立
場
で
あ
る
存
在
の
有
は
、
究
極
的
な
勝
義
の
立
場
の
真
実
で
な
く
、
世
間
的
な
世
俗
諦
、
す
な
わ

ち
、
世
間
的
な
概
念
的
理
解
の
立
場
で
真
実
と
さ
れ
る
存
在
に
す
ぎ
な
い
・
存
在
が
生
滅
の
法
で
あ
り
無
常
で
あ
る
か
ぎ
り
、
概
念
的
理

い
』
う
こ
と
で
上
め
ろ
』
っ
。

Ｆ
ヘ
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勝
義
の
真
実
が
空
で
あ
る
に
せ
よ
、
生
滅
の
性
質
を
も
ち
、
無
常
な
る
と
こ
ろ
の
存
在
の
有
が
、
ひ
と
ま
ず
、
世
俗
の
言
説
（
＄
旨
Ｈ
三

１
剛
冨
畠
圃
３
）
に
よ
っ
て
概
念
的
に
了
解
さ
れ
な
け
れ
ば
、
概
念
的
理
解
を
こ
え
た
勝
義
の
空
も
了
解
さ
れ
ず
、
浬
繋
も
了
解
さ
れ
な
い

で
あ
ろ
う
。
佛
陀
が
説
い
た
五
繩
、
十
二
処
、
十
八
界
、
四
聖
諦
、
縁
起
な
ど
の
教
説
は
、
す
べ
て
、
か
よ
う
な
存
在
の
有
に
立
っ
た
世

俗
の
教
説
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
こ
の
意
味
を
「
浬
藥
を
了
解
す
る
方
便
と
し
て
、
決
定
し
て
、
定
め

ら
れ
る
が
ま
ま
に
、
世
俗
（
切
目
弓
特
旨
）
が
ま
ず
始
め
に
、
水
を
求
め
る
た
め
の
器
の
如
く
、
是
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
勝
義
・
世
俗
の
弁
別
を
見
ず
、
空
と
い
う
内
面
の
真
実
を
了
解
せ
ず
に
、
た
ん
に
、
文
字
通
り
に
空
を

理
解
す
雫
へ
き
で
は
な
い
。
龍
樹
は
空
の
誤
っ
た
悪
い
理
解
を
注
意
し
て
、
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

空
性
が
悪
し
く
見
ら
れ
る
と
き
、
鈍
根
を
破
壊
す
る
。
蛇
が
悪
し
く
握
ら
れ
、
あ
る
い
は
、
呪
術
が
悪
し
く
取
り
扱
わ
れ
る
如
し
。

解
を
こ
え
た
空
に
こ
そ
、
実
は
そ
の
存
在
の
勝
義
諦
が
あ
る
と
い
う
韓
へ
き
で
あ
っ
て
、
佛
陀
は
こ
の
二
諦
に
よ
っ
て
説
法
し
た
と
み
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
存
在
の
有
は
世
俗
諦
の
教
説
で
あ
り
、
空
こ
そ
勝
義
諦
の
教
説
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
諦
の
弁
別
を
知
ら
な
い
人
は
、
佛

説
に
お
け
る
真
実
を
知
ら
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
よ
る
と
、
反
対
論
者
は
「
世
尊
の
教
説
に

示
さ
れ
た
二
諦
の
弁
別
を
不
顛
倒
に
知
ら
ず
、
た
だ
、
原
典
の
み
の
読
調
に
専
念
す
る
ひ
と
・
」
と
い
わ
れ
、
文
字
面
に
執
着
し
、
内
面

の
真
実
を
見
な
い
、
反
対
論
者
で
あ
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
者
の
態
度
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
佛
説
に
お
け
る
勝
義
の
真
実
が
空
で
あ
る
に
し
て
も
、
な
ぜ
、
世
俗
の
教
説
が
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
龍
樹
は
こ
の
点
に
っ

し
か
し
、
佛
説
に
お
け
る
勝
義
（

い
て
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

言
説
（
ぐ
鼠
ぐ
ぃ
冨
国
）
に
よ
ら
辛

そ
れ
故
に
、
劣
っ
た
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
こ
の
法
の
深
く
入
り
が
た
き
こ
と
を
思
惟
し
て
、
牟
尼
の
心
は
、
法
を
説
ノ

に
よ
ら
ず
し
て
、

勝
義
は
示
さ
れ
な
い
。
勝
義
を
了
解
せ
ず
し
て
、
涯
藥
は
証
悟
せ
ら
れ
な
い
。

（
第
十
一
偶
）

」
説
く
こ
と
を
思
い

（
第
十
偶
）

6



と
ど
ま
っ
た
。
（
第
十
二
偶
）

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
よ
る
と
、
第
十
一
偶
は
、
勝
義
・
世
俗
の
弁
別
を
見
ず
、
空
を
「
無
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
「
有
」
と

し
て
執
ら
え
る
こ
と
の
誤
り
を
指
摘
し
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。

空
性
が
無
（
号
颪
昌
）
と
し
て
執
ら
え
ら
れ
る
と
き
は
、
把
執
者
を
破
壊
す
る
。
も
し
も
、
空
性
を
有
（
ｇ
胃
塑
）
と
し
て
分
別
し
、
ま

た
、
そ
れ
〔
空
性
〕
の
所
依
で
あ
る
諸
行
の
有
を
分
別
す
る
な
ら
ば
、
か
く
の
如
き
と
き
に
も
、
浬
藥
に
お
も
む
く
道
を
邪
解
す
る

こ
と
に
な
る
か
ら
、
空
性
の
教
説
に
お
い
て
、
混
乱
が
生
ず
る
。
そ
れ
故
に
、
空
性
が
有
な
る
体
と
し
て
執
ら
え
ら
れ
る
と
き
に
も
、

把
執
者
を
破
壊
す
る
。
：
…
・
大
い
な
る
財
産
の
集
り
を
も
た
ら
す
頭
宝
（
蛇
）
を
執
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
蛇
の
捕
稚
業
者
の
生
活

が
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
指
示
を
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
執
ら
え
ら
れ
る
と
き
は
、
執
ら
え
る
人
を
破
壊
す
る
。
ま
た
、
指
示
ど
う
り

に
呪
術
が
取
り
扱
わ
れ
る
と
き
は
、
そ
れ
を
行
う
人
を
利
す
る
。
し
か
し
、
指
示
を
忘
れ
て
な
さ
れ
る
と
き
は
、
な
す
人
を
破
壊
す

る
。
か
く
の
如
く
、
こ
の
ば
あ
い
に
も
、
指
示
の
如
く
に
、
空
性
と
い
う
大
い
な
る
呪
術
が
な
さ
れ
執
ら
え
ら
れ
る
と
き
は
、
有
と

無
な
ど
の
執
着
を
除
く
中
道
（
日
邑
ご
餌
日
脚
目
四
号
且
）
に
よ
っ
て
、
執
ら
え
る
人
を
、
す
ぐ
れ
た
、
老
病
死
な
ど
の
苦
の
火
を
し
ず

め
る
一
味
な
る
、
無
余
依
浬
藥
の
水
の
流
れ
の
雨
の
安
楽
に
、
結
び
つ
け
る
。
し
か
し
、
指
示
の
如
き
特
性
と
は
な
れ
て
執
ら
え
ら

れ
る
と
き
は
、
か
な
ら
ず
、
以
上
に
か
か
げ
た
道
理
を
も
っ
て
、
執
ら
え
る
人
を
破
壊
す
る
・

以
上
の
よ
う
に
、
空
性
が
悪
し
く
執
ら
え
ら
れ
る
と
き
、
執
ら
え
る
人
を
破
壊
す
る
か
ら
、
第
十
二
偶
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
劣
っ

た
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
こ
の
法
の
入
り
が
た
き
こ
と
を
思
惟
し
て
、
牟
尼
の
心
は
、
法
を
説
く
こ
と
を
思
い
と
ど
ま
っ
た
。
」
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
佛
陀
の
説
法
濤
踏
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
次
の
よ
う
な
経
典
を
引
用
し
て
い
る
。

「
そ
の
と
き
、
世
尊
は
、
現
等
覚
し
た
ま
い
、
ひ
さ
し
か
ら
ず
し
て
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
も
う
た
。
私
に
よ
っ
て
、
甚
深
で
あ
り
、
甚

深
の
輝
き
を
も
っ
た
、
究
理
す
ゞ
へ
か
ら
ず
、
究
理
の
境
で
な
い
、
微
細
で
あ
り
、
賢
者
の
知
に
よ
っ
て
知
る
ゞ
へ
き
法
が
証
得
さ
れ
た
。
た

と
え
、
こ
れ
を
私
が
他
の
人
々
に
顕
示
す
る
で
あ
ろ
う
と
も
、
他
の
人
為
は
私
の
法
を
了
解
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
私
に
と
っ
て

７



障
害
で
あ
り
、
疲
労
で
あ
り
、
心
の
憂
麓
で
あ
る
。
今
や
、
私
は
独
り
は
な
れ
た
閑
寂
処
に
お
い
て
現
法
楽
住
を
獲
得
し
住
す
る
で
あ
る
８

幸
司
／
Ｏ
」
し
」
○

以
上
、

以
上
、
龍
樹
は
、
空
に
た
い
す
る
非
難
に
答
え
誤
解
を
弁
明
し
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

御
身
は
、
空
性
に
た
い
し
て
誹
誘
（
且
巨
畠
餌
）
を
な
す
が
、
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
、
あ
り
え
な
い
。
過
失
に
お
ち
い
る

こ
と
は
、
空
に
お
い
て
あ
り
え
な
い
。
（
第
十
三
偶
）

空
が
、
縁
起
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
無
（
号
目
ぐ
四
）
の
意
味
で
な
く
、
戯
論
を
寂
滅
せ
し
め
る
目
的
を
も
っ
た
真
実
で
あ
り
、
佛
陀
の

教
説
の
内
面
に
秘
め
ら
れ
た
、
有
と
し
て
も
無
と
し
て
も
執
え
ら
れ
な
い
不
可
説
の
絶
対
的
な
中
道
の
真
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
龍
樹
の

空
の
立
場
に
三
宝
破
壊
の
過
失
は
な
く
、
誹
誘
は
あ
り
え
な
い
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
「
〈
も
し
も
、
こ
れ
ら
一
切
が
空
な
ら
ば
、

生
も
な
く
、
減
も
な
し
。
〉
云
々
（
第
一
偶
ｌ
第
六
偶
）
と
い
う
の
は
、
二
諦
の
設
定
に
無
知
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
空
性
と
、
空
性
の
意

味
と
、
空
性
の
目
的
と
を
如
実
に
知
ら
ず
に
投
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
．
…
・
・
、
汝
は
空
性
に
た
い
し
て
誹
誇
と
侮
辱
と
拒
否
と
反
論
を

な
す
が
、
こ
の
誹
誘
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
あ
り
え
な
い
。
」
と
い
っ
て
い
る
。

以
上
、
龍
樹
は
、
第
七
偶
よ
り
第
十
三
偶
に
い
た
る
七
偶
を
も
っ
て
、
空
に
た
い
す
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
学
派
の
非
難
に
答
え
て
き
た
が
、

以
下
、
第
十
四
偶
よ
り
第
十
九
偶
に
い
た
る
六
偶
を
も
っ
て
、
空
こ
そ
が
一
切
を
成
立
せ
し
め
る
合
理
な
立
場
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

空
性
が
妥
当
す
る
（
言
ご
胃
の
）
と
こ
ろ
に
一
切
が
妥
当
す
る
。
空
性
が
妥
当
し
な
い
と
こ
ろ
に
一
切
は
妥
当
し
な
い
。

右
の
偶
は
、
龍
樹
の
空
の
立
場
を
一
言
で
示
し
た
、
も
の
で
、
『
廻
諄
論
』
の
第
七
十
偶
に
「
か
の
空
性
が
可
能
で
あ
る
（
官
州
具
匡
己
）
と

こ
ろ
に
、
一
切
の
事
物
（
胃
昏
国
）
が
可
能
で
あ
る
。
空
性
が
可
能
で
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
何
物
も
可
能
で
な
い
。
」
と
い
わ
れ
る
の
に
、
ひ

２
空
は
一
切
の
成
立
の
根
拠
で
あ
る

（
第
十
四
偶
）



と
し
い
。
「
妥
当
す
る
」
「
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
「
あ
り
う
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
反
対
論
者
は
、
一
切
が
空
で
あ
り
、

何
物
も
生
ぜ
ず
減
し
な
い
な
ら
ば
、
四
聖
諦
を
否
定
し
、
三
宝
を
破
壊
し
、
ま
た
、
法
・
非
法
に
愛
・
非
愛
の
果
が
有
る
と
い
う
因
果
応

報
の
道
理
を
否
定
し
、
一
切
の
世
間
的
な
言
説
を
否
認
す
る
と
い
う
が
、
龍
樹
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
む
し
ろ
、
空
性
が
妥
当
す
る
と
こ

ろ
に
、
こ
れ
ら
一
切
が
妥
当
し
成
立
し
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
一
切
が
妥
当
す
る
こ
と
を
、
次

だ
か
ら
、
反
対
論
者
を
指
し
て
、
龍
樹
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

汝
は
自
分
の
過
失
を
わ
れ
わ
れ
に
め
ぐ
ら
し
て
い
る
が
、
馬
に
乗
り
な
が
ら
、
汝
は
馬
を
忘
れ
て
い
る
。
（
第
十
五
偶
）

空
が
妥
当
す
る
と
こ
ろ
に
一
切
が
妥
当
す
る
と
す
れ
ば
、
空
は
一
切
を
妥
当
せ
し
め
成
立
せ
し
め
る
根
拠
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る

し
か
し
、
そ
の
か
ぎ
り
、
龍
樹
か
ら
い
え
ば
、
空
は
、
実
は
反
対
論
者
の
立
場
の
成
立
の
根
拠
で
あ
る
。
反
対
論
者
は
、
存
在
の
縁
起
を

の
よ
う
に
詳
し
く
註
釈
し
て
い
る
。

空
性
が
妥
当
し
、
か
が
や
き
、
可
能
で
あ
る
（
塚
騨
冒
鼻
①
）
と
こ
ろ
に
、
縁
起
が
妥
当
し
、
縁
起
が
妥
当
す
る
と
こ
ろ
に
、
四
聖
諦
が

妥
当
す
る
。
い
か
に
し
て
か
と
い
え
ば
Ｉ
縁
起
す
る
も
の
は
、
実
に
苦
で
あ
る
が
、
縁
起
し
な
い
も
の
は
苦
で
は
な
い
。
し
か
も
、

か
れ
（
縁
起
す
る
も
の
）
は
、
無
自
性
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
空
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
苦
が
あ
る
と
き
、
苦
の
集
と
、
苦

の
減
と
、
苦
の
減
に
お
も
む
く
道
と
が
妥
当
す
る
。
し
か
も
、
さ
ら
に
、
苦
の
遍
知
と
！
集
の
断
と
、
減
を
現
証
す
る
こ
と
と
、
道

を
修
習
す
る
こ
と
も
妥
当
す
る
。
し
か
も
、
苦
な
ど
の
聖
諦
の
遍
知
な
ど
が
あ
る
と
き
、
諸
果
（
四
果
）
が
妥
当
す
る
。
ま
た
、
諸
果

が
あ
る
と
き
、
果
に
住
す
る
人
々
が
妥
当
す
る
。
ま
た
、
諸
果
に
住
す
る
人
々
が
あ
る
と
き
、
果
に
向
う
人
々
も
妥
当
す
る
。
果
に

向
う
人
々
と
果
に
住
す
る
人
々
が
あ
る
と
き
、
僧
伽
が
妥
当
す
る
。
四
聖
諦
が
存
在
す
る
と
き
、
正
法
も
妥
当
す
る
。
正
法
と
僧
伽

と
が
あ
る
と
き
、
佛
陀
も
妥
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
た
、
三
宝
も
妥
当
す
る
。
ま
た
、
世
間
と
出
世
問
の
一
切
の
も
の
が
勝
れ

て
了
解
さ
れ
る
こ
と
も
妥
当
す
る
。
法
と
非
法
と
、
そ
れ
ら
の
果
報
と
で
あ
る
善
趣
と
悪
趣
と
、
世
間
的
な
一
切
の
言
説
も
妥
当
す

る
○

９



語
り
、
生
滅
変
化
を
語
り
、
無
常
・
苦
を
語
り
、
四
聖
諦
を
語
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
反
対
論
者
の
立
場
が
、
実
は
、
空
に
お
い
て
妥
当

し
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
反
対
論
者
は
、
こ
の
自
ら
の
立
場
の
成
立
の
根
拠
を
忘
れ
て
、
龍
樹
を
非
難
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
「
馬
に
乗
り
な
が
ら
馬
を
忘
れ
る
」
と
い
う
比
嚥
は
、
か
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
「
た
と
え
ば
、
或

る
人
が
、
馬
に
乗
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
、
そ
の
馬
を
盗
む
罪
で
他
の
人
を
非
難
す
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
、
実
に
、
御
身
は
、
縁
起

を
相
と
す
る
空
性
と
い
う
馬
に
乗
り
な
が
ら
、
非
常
な
不
注
意
を
も
っ
て
、
そ
の
馬
を
認
め
ず
に
、
わ
れ
わ
れ
を
非
難
す
る
。
」
と
註
釈
し

果
と
因
と
、
作
者
と
作
具
と
作
用
と
、
生
と
減
と
、
果
報
と
を
、
汝
は
き
ず
つ
け
る
。
（
第
十
七
偶
）

仏
教
思
想
の
根
本
は
、
存
在
が
因
縁
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
い
う
縁
起
説
に
あ
り
、
存
在
の
無
常
・
苦
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
縁
起
説
に

よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
反
対
論
者
の
よ
う
に
存
在
に
自
性
を
認
め
る
か
ぎ
り
、
縁
起
説
は
成
立
し
な
い
。
自
性
を
も
っ
て
存
在

す
る
も
の
は
、
因
縁
を
必
要
と
し
な
い
、
因
縁
な
き
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
存
在
に
自
性
を
認
め
る
か
ぎ
り
、
縁
起
説
は
自
己
矛
盾

に
お
ち
い
っ
て
崩
壊
す
る
。
瓶
は
士
を
因
と
し
て
成
立
す
る
が
、
も
し
も
、
瓶
が
自
性
と
し
て
存
在
す
る
な
ら
ば
、
第
十
七
偶
に
註
釈
し

て
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

瓶
が
自
性
と
し
て
存
在
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
自
性
と
し
て
存
在
し
て
い
る
瓶
に
と
っ
て
、
土
な
ど
の
因
縁
は
何
の
必
要
が

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
の
因
縁
は
無
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
因
が
な
け
れ
ば
瓶
と
名
ず
け
る
果
は
あ
り
え
な
い
。
そ
し
て
、

そ
の
果
が
存
在
し
な
い
と
き
、
輪
な
ど
の
作
具
と
、
作
者
で
あ
る
陶
匠
と
、
瓶
を
つ
く
る
作
用
と
が
存
在
し
な
い
か
ら
、
生
と
減
が

な
い
。
生
滅
が
存
在
し
な
い
と
き
、
ど
う
し
て
果
報
が
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に
、
有
自
性
（
＄
い
く
：
旨
く
四
）
を
認
め
る
と
き
は
、
果
な

て

い

る
○

右
の
よ
う
な
反
対
論
者
の
過
失
の
根
本
は
何
か
と
い
え
ば
、
龍
樹
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

も
し
も
、
汝
が
自
性
と
し
て
諸
存
在
の
有
（
３
号
園
ぐ
抄
）
を
認
め
る
な
ら
ば
、
か
く
の
如
き
と
き
、
汝
は
諸
存
在
を
因
縁
な
き
も
の
と

見
る
。

（
第
十
六
偶
）
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ど
の
一
切
を
汝
は
き
ず
つ
け
る
。
故
に
、
有
自
性
を
認
め
る
と
き
、
一
切
が
妥
当
し
な
い
。
し
か
し
、
存
在
の
自
性
の
空
性
の
論
者

で
あ
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
一
切
は
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
註
釈
に
よ
っ
て
、
龍
樹
の
無
自
性
空
の
立
場
は
明
ら
か
で
あ
る
。
龍
樹
は
、
現
実
に
存
在
す
る
も
の

を
、
た
と
え
ば
、
瓶
を
、
す
で
に
成
立
し
た
自
性
と
し
て
の
存
在
と
し
て
と
ら
え
な
い
。
す
で
に
成
立
し
た
自
性
を
も
っ
た
存
在
と
し
て

と
ら
え
る
と
、
そ
の
存
在
の
成
立
の
条
件
と
な
り
因
縁
と
な
る
も
の
は
不
必
要
で
あ
り
、
存
在
が
因
縁
に
よ
っ
て
生
成
す
る
具
体
的
な
事

実
が
見
失
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
龍
樹
は
存
在
を
す
で
に
成
立
し
た
も
の
と
し
て
抽
象
的
に
固
定
的
に
と
ら
え
ず
に
↑
存
在
が
因
縁
に
よ

っ
て
生
成
す
る
事
実
を
具
体
的
に
主
体
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
、
龍
樹
の
無
自
性
空
論
の
立
場
で
あ
る
。
龍
樹
か
ら
い
え
ば
、

か
よ
う
な
空
の
立
場
に
お
い
て
の
み
、
一
切
は
成
立
す
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

反
対
論
者
は
、
佛
陀
の
縁
起
説
を
伝
統
し
な
が
ら
、
自
性
の
立
場
に
た
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
右
の
第
十
六
偶
に
い
う

よ
う
に
、
自
性
の
立
場
に
た
つ
か
ぎ
り
、
縁
起
は
成
り
た
た
な
い
。
縁
起
で
あ
る
か
ぎ
り
、
空
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
空
に
お
い
て
こ
そ
、

縁
起
が
成
立
し
、
一
切
が
妥
当
す
る
。
龍
樹
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
空
の
真
義
を
示
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

縁
起
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
空
性
と
い
う
。
こ
れ
（
空
性
）
は
、
因
縁
に
よ
っ
て
の
仮
名
の
施
設
で
あ
り
、
〔
そ

れ
故
に
〕
、
こ
れ
（
空
性
）
は
、
実
に
、
中
道
で
あ
る
。
（
第
十
八
偶
）

右
の
偶
は
、
中
国
の
三
論
宗
に
お
い
て
「
三
是
偶
」
と
い
わ
れ
、
天
台
宗
に
お
い
て
は
「
三
諦
偏
」
と
い
わ
れ
る
重
要
な
偶
で
あ
る
が
、

言
葉
が
簡
単
な
た
め
、
理
解
に
異
論
が
あ
り
、
嘉
祥
大
師
の
『
中
論
疏
』
を
見
る
と
「
こ
の
一
偶
を
釈
す
る
に
多
種
の
形
勢
あ
り
。
」
と

い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
直
前
の
第
十
七
偶
の
続
き
と
し
て
考
察
す
る
か
ぎ
り
、
ま
ず
、
「
縁
起
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
、
わ
れ

わ
れ
は
空
性
と
い
う
」
と
い
う
前
句
は
、
存
在
の
自
性
を
認
め
て
縁
起
を
理
解
す
る
反
対
論
者
の
誤
り
を
指
摘
し
、
縁
起
が
勝
義
と
し
て

無
自
性
空
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
前
句
に
は
、
空
性
が
自
性
の
有
を
否
定
し
た
「
非

有
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
次
に
、
「
こ
れ
（
空
性
）
は
、
因
縁
に
よ
っ
て
の
仮
名
の
施
設
で
あ
り
、
〔
そ
れ
故
に
〕
、
こ
れ
（
空
性
）
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は
、
実
に
、
中
道
で
あ
る
」
と
い
う
後
句
は
、
空
性
が
概
念
的
に
施
設
さ
れ
た
仮
名
世
俗
の
存
在
に
意
味
さ
れ
る
真
実
で
あ
り
、
単
な
る

無
で
は
な
く
、
「
非
無
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
前
句
と
後
句
と
で
、
空
性
が
非
有
非
無
の
中
道
で
あ
る
こ
と
を
語
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
先
の
第
七
偶
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
註
釈
に
よ
る
と
、
空
性
と
い
う
意
味
が
、
無
の
意
味
で
な
く
、
縁
起
と
い
う
意
味
で

あ
る
一
」
と
が
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
前
句
に
空
性
の
「
非
無
」
の
意
味
を
見
、
後
句
に
空
性
の
「
非
有
」
の
意
味
を
見
れ
な
い
こ
と
も
な

い
が
、
直
前
の
第
十
七
偶
と
の
関
係
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、
以
上
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
前
句
に
つ
い
て
「
因
縁
に
観
待
し
て
芽
や
識
な
ど
が
生
起
す
る
縁
起
と
い
う
こ
と
は
、
自
性
を
も
っ
て

の
生
で
な
く
、
存
在
が
自
性
を
も
っ
て
不
生
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が
、
空
性
で
あ
る
。
」
と
い
い
、
後
句
に
つ
い
て
「
輪
な
ど
の
車
の
部
分

に
よ
っ
て
車
が
概
念
的
に
施
設
さ
れ
る
（
買
秒
蔵
四
国
胃
の
）
と
き
、
そ
の
車
の
自
ら
の
部
分
に
よ
っ
て
の
概
念
的
な
仮
名
の
施
設
念
且
目
目

・
世
俗
）
、
こ
れ
は
、
自
性
を
も
っ
て
不
生
で
あ
り
、
空
性
で
あ
る
。
｜
と
い
い
、
「
自
性
と
し
て
不
生
な
る
も
の
に
は
有
た
る
こ
と
が
な

い
。
ま
た
、
自
性
と
し
て
不
生
な
る
も
の
に
は
、
減
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
無
た
る
こ
と
が
な
い
。
故
に
、
有
と
無
と
の
二
辺
を
は
な

れ
る
か
ら
、
自
性
を
も
っ
て
不
生
で
あ
る
こ
と
を
相
と
す
る
空
性
は
、
中
道
（
日
且
ご
Ｐ
日
脚
買
い
号
且
）
で
あ
り
、
中
道
（
旨
：
ご
四
目
ｏ

日
脚
侭
：
）
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
故
に
、
空
性
と
、
因
縁
に
よ
っ
て
の
仮
名
の
施
設
と
、
中
道
と
、
こ
れ
ら
は
、
縁
起
の
差
別
的
名
称
で

・
世
俗
）
、
こ
れ
は
、
自
吋

い
。
ま
た
、
自
性
と
し
て

れ
る
か
ら
、
自
性
を
も
（

目
胃
甥
乞
で
あ
る
と
い
わ

あ
る
。
」
と
い
っ
て
い
る
。

な
お
＄
右
の
第
十
八
偶
で
は
、
存
在
が
因
縁
に
よ
っ
て
概
念
的
に
施
設
さ
れ
る
（
屋
凰
目
巨
幽
冒
匡
圃
３
国
餌
ｂ
且
副
名
号
）
と
い
う
表
現
が

用
い
ら
れ
る
が
、
こ
の
表
現
は
縁
起
と
い
う
こ
と
の
内
容
を
示
し
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
縁
起
と
い
う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
言
葉
は
、
空
性
が
わ
れ
わ
れ
の
概
念
的
な
分
別
世
俗
の
世
界
の
空
性
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
重
要
な
言
葉
で
あ
る
。
縁
起
と
い
う
こ

と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
概
念
的
に
分
別
し
把
握
し
施
設
し
て
い
る
現
実
の
存
在
が
、
そ
の
存
在
を
成
り
立
た
し
め
る
因
縁
（
息
且
冒
四
質
料

因
）
に
よ
っ
て
有
る
、
逆
に
い
え
ば
、
因
縁
に
よ
ら
な
け
れ
ば
あ
り
え
な
い
仮
名
、
無
自
性
・
不
生
・
空
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
こ
の
空
性
は
、
た
ん
に
肯
定
的
に
有
と
し
て
考
う
寺
へ
き
も
の
で
な
く
、
た
ん
に
否
定
的
に
無
と
し
て
考
う
ぺ
き
も
の
で
も
な
い
。

1r〕
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右
の
第
二
十
偶
は
、
第
一
偏
に
か
か
げ
た
「
も
し
も
、
こ
れ
ら
一
切
が
空
で
あ
る
な
ら
ば
、
生
も
な
く
減
も
な
し
。
汝
に
と
っ
て
、
四

聖
諦
の
無
が
結
果
す
る
。
」
と
い
う
反
対
論
者
の
非
難
に
た
い
す
る
反
論
で
あ
っ
て
、
龍
樹
か
ら
い
え
ば
、
存
在
に
自
性
を
認
め
る
不
空

（
有
）
の
立
場
に
た
つ
か
ぎ
り
、
実
は
、
存
在
の
生
滅
変
化
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
自
身
で
成
立
し
た
自
性
を
も
っ
た
存
在
は
、
第
十

七
偶
に
指
摘
し
た
よ
う
に
＄
因
縁
な
き
も
の
で
あ
り
、
因
縁
を
必
要
と
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
因
縁
に
よ
っ
て
生
滅
す
る
事
実
と
は
無
関

こ
の
空
性
こ
そ
、
ま
さ
に
、
わ
れ
わ
れ
の
人
生
の
中
の
考
察
で
あ
り
、
真
実
の
観
察
で
あ
る
と
い
う
寺
へ
き
で
あ
る
。
中
道
と
は
、
『
宝
積

経
』
に
よ
る
と
如
実
な
る
観
察
（
目
鼻
苫
く
の
厩
脚
）
と
い
わ
れ
て
お
り
、
絶
対
的
な
如
実
な
る
精
神
的
志
向
の
道
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

龍
樹
は
、
反
対
論
者
の
非
難
に
た
い
す
る
答
弁
を
お
わ
る
に
あ
た
り
、
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

縁
起
し
な
い
如
何
な
る
法
も
存
在
し
な
い
。
そ
れ
故
に
、
空
で
な
い
如
何
な
る
法
も
存
在
し
な
い
。
（
第
十
九
偶
）

龍
樹
の
空
の
学
説
は
、
佛
教
思
想
の
根
本
を
縁
起
に
見
、
こ
の
縁
起
を
空
に
お
い
て
見
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
存
在
が
有
っ
て
縁
起
す
る

の
で
は
な
く
、
縁
起
す
る
が
故
に
存
在
が
空
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
彼
れ
の
学
説
の
特
色
で
あ
る
。
彼
れ
は
、
あ
く
ま
で
、
縁
起
の
真
実

を
追
求
し
、
か
よ
う
な
空
に
お
い
て
佛
教
の
真
実
を
あ
ら
た
め
て
見
直
そ
う
と
す
る
。

龍
樹
は
、
第
二
十
偶
よ
り
第
三
十
九
偶
に
い
た
る
ま
で
、
存
在
に
自
性
を
み
と
め
て
、
四
聖
諦
の
成
立
を
語
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
学
派
の
有

目
性
論
の
誤
謬
を
詳
細
に
分
析
し
て
指
摘
し
て
い
る
。

ま
ず
、
龍
樹
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

も
し
も
、
こ
れ
ら
一
切
が
空
で
な
い
な
ら
ば
、
生
も
な
く
、
減
も
な
し
。
汝
に
と
っ
て
、
四
聖
諦
の
無
が
結
果
す
る
で
あ
ろ
う
。

三
ア
ビ
ダ
ル
マ
学
派
の
有
自
性
論
に
た
い
す
る
籠
樹
の
非
難

ｌ
自
性
の
立
場
は
誤
謬
で
あ
り
、
縁
起
・
無
自
性
の
立
場
こ
そ
合
理
で
あ
る
Ｉ

（
第
二
十
偶
）
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係
な
静
止
し
た
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
存
在
が
因
縁
に
よ
っ
て
生
滅
す
る
事
実
と
無
関
係
な
存
在
で
あ
る
か

ぎ
り
、
苦
・
集
・
減
・
道
の
四
聖
諦
は
成
立
し
な
い
。
龍
樹
は
、
こ
れ
を
具
体
的
に
指
摘
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

〔
存
在
が
〕
縁
起
し
な
い
と
き
、
ど
う
し
て
、
苦
が
存
在
し
よ
う
か
。
実
に
、
無
常
な
る
も
の
が
苦
な
る
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
て

い
る
。
か
れ
（
苦
）
は
自
性
的
な
る
も
の
に
お
い
て
は
存
在
し
な
い
。
（
第
二
十
一
偶
）

〔
苦
が
〕
自
性
と
し
て
現
に
存
在
す
る
と
き
に
、
ど
う
し
て
、
さ
ら
に
〔
そ
の
苦
を
〕
集
起
し
よ
う
か
。
そ
れ
故
に
、
〔
苦
の
〕
空

性
を
き
づ
っ
け
る
と
き
は
、
集
は
存
在
し
な
い
。
（
第
二
十
二
偶
）

〔
苦
が
〕
自
性
と
し
て
現
に
存
在
す
る
と
き
に
、
減
は
存
在
し
な
い
。
〔
苦
の
〕
自
性
が
恒
存
す
る
（
窟
曇
騨
ぐ
砂
の
庁
園
目
）
か
ら
、
汝
は
、

減
を
き
づ
っ
け
る
。
（
第
二
十
一
二
偶
）

〔
八
聖
〕
道
に
自
性
が
有
る
と
き
は
、
修
習
は
あ
り
え
な
い
。
も
し
も
、
こ
の
道
が
修
習
さ
れ
る
な
ら
、
汝
に
と
っ
て
、
自
性
は
存

在
し
な
い
。
（
第
二
十
四
偶
）

苦
と
集
と
滅
と
が
存
在
し
な
い
と
き
、
苦
の
減
の
た
め
に
、
い
か
な
る
道
が
え
ら
れ
よ
う
か
。
（
第
二
十
五
偶
）

存
在
が
因
縁
に
よ
っ
て
生
滅
す
る
事
実
と
無
関
係
な
自
性
を
も
っ
た
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
存
在
は
無
常
で
な
く
、
苦
で
は
な
い
。

も
し
、
か
り
に
苦
な
る
存
在
が
自
性
と
し
て
有
る
と
す
れ
ば
、
す
で
に
苦
は
存
在
す
る
わ
け
で
あ
り
、
苦
の
集
起
と
い
う
事
実
が
説
明
で

き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
苦
な
る
存
在
が
自
性
と
し
て
有
る
か
ぎ
り
、
苦
な
る
存
在
が
恒
存
し
、
減
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
チ
ャ

ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
「
苦
な
る
自
性
が
同
じ
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
（
騨
眉
‐
砦
對
号
弾
）
」
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
、
有
自
性
論

の
立
場
に
た
つ
か
ぎ
り
、
八
聖
道
は
す
で
に
成
立
し
た
自
性
を
も
っ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
八
聖
道
は
修
習
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
始
め
て
そ
の
具
体
的
な
存
在
の
意
義
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
自
性
と
し
て
成
立
し
た
八
聖
道
の
如
き
は
抽
象
的
な
観
念
に
す

ぎ
な
い
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
「
八
聖
道
が
有
自
性
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
修
習
は
何
の
必
要
が
あ
ろ
う

か
」
と
註
釈
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
八
聖
道
が
修
習
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
自
性
が
有
っ
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
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〔
四
つ
の
〕
果
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
果
に
住
す
る
人
為
が
な
く
、
ま
た
、
〔
四
つ
の
〕
果
に
向
う
人
々
も
な
い
。
も
し
も
、
そ
れ

ら
八
大
士
が
な
け
れ
ば
、
僧
伽
は
存
在
し
な
い
。
（
第
二
十
九
偶
）

四
聖
諦
が
存
在
し
な
い
か
ら
、
正
法
も
、
ま
た
存
在
し
な
い
。
正
法
と
僧
伽
と
が
存
在
し
な
い
と
き
、
ど
う
し
て
、
佛
陀
が
存
在
し

よ
う
か
。
（
第
三
十
偶
）

常
識
的
に
い
う
と
、
苦
を
苦
諦
と
し
て
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
苦
と
し
て
知
ら
れ
な
い
存
在
が
目
性
を
も
っ
て
存
在
し
、
こ
の
存
在
が

後
か
ら
苦
と
し
て
知
ら
れ
自
覚
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
ビ
ダ
ル
一
、
佛
教
の
自
性
の
立
場
は
、
こ
の
よ
う
な
常
識
的
立
場

と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
苦
と
し
て
知
ら
れ
な
い
存
在
が
自
性
を
も
っ
て
固
定
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
あ
く
ま
で
、
そ
れ
は
自
性
を
も
っ
て

ィ
は
、
「
所
作
性
の
故
に
」
（
園
ｑ
固
き
弾
）
と
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
八
聖
道
の
修
習
を
認
め
る
か
ぎ
り
、
八
聖
道
は
、
そ
れ
自
身

で
す
で
に
成
立
し
た
自
性
的
な
存
在
で
あ
る
、
へ
き
で
な
く
、
修
習
さ
れ
る
こ
と
を
待
っ
て
始
め
て
成
立
の
意
義
を
も
つ
、
独
立
自
存
性
の

な
い
所
作
性
の
も
の
で
あ
り
、
無
自
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
八
聖
道
が
八
聖
道
と
し
て
成
立
す
る
の
は
、
修
習
さ
れ
実

践
さ
れ
る
と
い
う
条
件
を
待
ち
因
縁
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
龍
樹
は
、
あ
く
ま
で
存
在
を
す
で
に
成
立
し
た
も
の
と
し
て

と
ら
え
ず
に
、
八
聖
道
が
成
立
す
る
具
体
的
な
主
体
的
事
実
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
、
龍
樹
の
縁
起
・
無
自
性
空
論
の
特
色
が

あ
り
、
こ
の
立
場
か
ら
龍
樹
は
反
対
論
者
の
誤
謬
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
つ
づ
い
て
龍
樹
は
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

も
し
も
、
〔
苦
が
〕
知
ら
れ
な
い
自
性
と
し
て
の
存
在
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
、
そ
れ
（
苦
）
の
知
が
あ
ろ
う
か
。
実
に
、
自
性
は
固
定

し
て
い
る
（
の
四
日
ゆ
く
四
切
昏
§
）
で
は
な
い
か
。
（
第
二
十
六
偶
）

ま
た
、
汝
に
と
っ
て
、
断
と
証
と
修
と
、
四
つ
の
果
も
、
知
の
如
く
に
あ
り
え
な
い
。
（
第
二
十
七
偶
）

自
性
と
し
て
証
得
さ
れ
な
い
果
を
、
ど
う
し
て
証
得
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
自
性
を
固
執
す
る
か
ら
（
も
胃
曾
昏
胃
且
）
）
。

（
第
二
十
八
偶
）

1F－
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存
在
し
つ
づ
け
る
わ
け
で
あ
り
、
苦
と
し
て
知
ら
れ
る
存
在
に
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
「
自
性
は
世
間
に

お
い
て
固
定
さ
れ
る
と
き
他
の
状
態
（
変
異
性
、
塑
昌
胃
冒
す
秒
）
に
な
ら
な
い
」
と
註
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
苦
は
苦
な
る
存
在
と
し
て

明
ら
か
に
自
覚
さ
れ
知
ら
れ
る
状
態
へ
変
異
す
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
よ
う
な
意
味
か
ら
い
え
ば
、
苦
は
固
定

し
た
自
性
的
存
在
で
あ
る
《
へ
き
で
な
く
、
他
の
状
態
へ
変
化
す
る
よ
う
な
動
的
な
意
味
を
も
っ
た
存
在
で
あ
り
、
他
と
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
存
在
す
る
縁
起
的
・
相
対
的
な
無
自
性
空
の
存
在
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
龍
樹
は
第
二
十
六
偶
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら

反
対
論
者
を
非
難
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
十
七
偶
、
第
二
十
八
偶
も
同
様
の
論
理
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
。
第
二
十
七
偶
に
つ
い
て
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
「
自
性

と
し
て
い
ま
だ
断
ぜ
ら
れ
な
い
自
性
で
あ
る
集
の
後
よ
り
の
断
は
あ
り
え
な
い
。
減
せ
ず
に
同
じ
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
（
目
‐

名
目
洋
ぐ
弾
）
で
あ
る
。
同
じ
く
、
修
と
証
と
に
た
い
し
て
も
、
こ
の
こ
と
が
適
用
さ
れ
る
。
」
と
い
い
、
ま
た
、
「
自
性
と
し
て
知
ら
れ
な

い
苦
の
知
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
よ
う
に
、
さ
き
に
、
自
性
と
し
て
存
在
し
な
い
預
流
果
が
後
か
ら
存
在
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

預
流
果
の
如
く
、
一
来
、
不
還
、
阿
羅
漢
果
が
あ
り
え
な
い
こ
と
も
知
る
べ
し
。
」
と
註
釈
し
て
い
る
。
こ
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ

の
註
釈
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
龍
樹
は
、
苦
と
し
て
知
ら
れ
な
い
苦
が
自
性
と
し
て
存
在
し
、
そ
れ
が
後
か
ら
苦
と
し
て
知
ら

れ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
い
ま
だ
断
ぜ
ら
れ
な
い
煩
悩
（
集
）
が
自
性
と
し
て
存
在
し
、
そ
れ
が
後
か
ら
断
ぜ
ら
れ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、

い
ま
だ
証
せ
ら
れ
な
い
浬
藥
（
減
）
が
自
性
と
し
て
存
在
し
、
そ
れ
が
後
か
ら
証
せ
ら
れ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
い
ま
だ
修
せ
ら
れ
な
い
八

聖
道
が
自
性
と
し
て
存
在
し
、
そ
れ
が
後
か
ら
修
せ
ら
れ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
自
性
と
し
て
い
ま
だ
存
在
し
な
い
預
流
果
や
一
来
果
や

不
還
果
や
阿
羅
漢
果
が
、
後
か
ら
自
性
と
し
て
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
知
・
断
・
証
・
修
、
あ
る
い
は
、
預
流
・
一
来

・
不
還
・
羅
漢
の
果
な
ど
、
そ
れ
ら
を
自
性
の
次
元
で
考
え
よ
う
と
し
な
い
。
自
性
の
次
元
で
そ
れ
ら
を
考
え
る
か
ぎ
り
、
自
性
（
伽
ぐ
Ｐ
‐

ｇ
画
く
四
）
は
、
固
定
し
た
も
の
（
の
餌
目
鯉
ぐ
四
ｍ
昏
冒
）
で
あ
り
、
他
の
状
態
に
な
る
こ
と
（
四
目
四
昏
副
ぐ
幽
変
異
性
）
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
減
せ
ず
に

同
じ
状
態
に
と
ど
ま
る
も
の
（
目
‐
名
目
津
く
四
）
で
あ
る
か
ら
、
苦
が
苦
と
し
て
知
ら
れ
る
状
態
に
な
る
こ
と
も
、
煩
悩
の
集
が
断
ぜ
ら
れ
る
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状
態
に
な
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
、
浬
盤
の
減
が
証
せ
ら
れ
る
状
態
に
な
る
こ
と
も
、
八
聖
道
が
修
せ
ら
れ
る
状
態
に
な
る
こ
と
も
、
あ

る
い
は
、
預
流
・
一
来
・
不
還
・
羅
漢
の
果
が
証
得
さ
れ
る
状
態
に
な
る
こ
と
も
、
す
報
へ
て
、
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
、

苦
は
、
苦
と
し
て
知
ら
れ
る
状
態
に
な
る
と
こ
ろ
に
始
め
て
そ
の
存
在
性
を
も
つ
よ
う
な
、
煩
悩
の
集
は
、
断
ぜ
ら
れ
る
状
態
に
な
る
と

こ
ろ
に
、
八
聖
道
は
、
修
せ
ら
れ
る
状
態
に
な
る
と
こ
ろ
に
、
預
流
・
一
来
・
不
還
・
羅
漢
の
果
は
、
証
得
さ
れ
る
状
態
に
な
る
と
こ
ろ

に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
始
め
て
そ
の
存
在
性
を
も
つ
よ
う
な
、
相
対
的
な
無
自
性
の
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
龍
樹
の
立
場
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
龍
樹
の
無
自
性
空
の
立
場
は
、
苦
・
集
・
減
・
道
・
預
流
・
一
来
・
不
還
・
羅
漢
な
ど
、
そ
れ
ら
を
観
念
的
に
想

定
さ
れ
た
抽
象
的
な
不
変
の
存
在
と
し
て
と
り
あ
つ
か
わ
ず
、
あ
く
ま
で
そ
れ
ら
を
実
践
の
事
実
に
即
し
て
主
体
的
に
具
体
的
に
と
ら
え

よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
龍
樹
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
反
対
論
者
を
非
難
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
龍
樹
は
論
破
を
つ
づ
け
て
い
う
。

汝
に
と
っ
て
、
佛
は
菩
提
に
よ
ら
ず
し
て
も
あ
る
こ
と
に
お
ち
い
り
、
ま
た
、
汝
に
と
っ
て
、
菩
提
は
佛
に
よ
ら
ず
し
て
も
あ
る
こ

と
に
お
ち
い
る
。
（
第
三
十
一
偶
）

汝
に
と
っ
て
、
自
性
と
し
て
非
佛
な
る
も
の
は
、
そ
の
人
は
、
〔
菩
薩
行
に
お
い
て
〕
菩
提
の
た
め
に
精
進
し
て
も
、
菩
薩
行
に
お

い
て
菩
提
に
到
達
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
第
三
十
二
偶
）

常
識
的
に
い
う
と
、
菩
提
は
佛
が
も
っ
て
い
る
菩
提
で
あ
っ
て
、
佛
と
菩
提
と
は
別
個
の
自
性
を
も
っ
た
存
在
の
如
く
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
佛
は
菩
提
に
よ
り
、
菩
提
は
佛
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
存
在
の
意
義
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
佛
と
菩
提
と
を
別
個
の
存
在

の
如
く
考
え
る
の
は
、
抽
象
的
な
分
析
的
思
弁
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
実
相
を
と
ら
え
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
常
識
的
に
い
う

と
、
非
佛
の
自
性
の
人
が
あ
っ
て
、
そ
の
人
が
菩
薩
行
を
実
践
し
、
菩
提
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
非
佛
の
自

性
の
人
と
菩
提
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
抽
象
的
に
考
え
る
か
ぎ
り
、
非
佛
の
自
性
の
人
は
、
ど
こ
ま
で
も
非
佛
の
自
性
の
人
で
あ
っ
て
、

菩
提
で
は
な
い
・
非
佛
の
自
性
の
人
が
菩
提
を
獲
得
す
る
の
は
、
非
佛
の
自
性
の
人
と
菩
提
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
こ
え
た
具
体
的
な
実
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践
の
場
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
龍
樹
の
無
自
性
空
論
は
、
か
よ
う
な
実
践
の
場
を
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

龍
樹
は
、
反
対
論
者
が
「
空
性
を
〔
語
る
と
き
〕
、
果
が
実
有
で
あ
る
こ
と
、
非
法
と
法
、
お
よ
び
、
世
間
的
な
一
切
の
言
説
（
“
沙
昌
‐

ぐ
着
く
騨
圃
目
）
を
、
汝
は
き
づ
っ
け
る
。
」
（
第
六
偶
）
と
い
っ
た
非
難
に
た
い
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
論
駁
し
て
い
る
。

法
、
あ
る
い
は
、
非
法
を
決
し
て
作
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ど
う
し
て
不
空
な
る
も
の
（
駄
目
闇
）
に
所
作
が
あ
ろ
う
か
。
自
性
は
作
さ

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
第
三
十
三
偶
）

法
と
非
法
と
な
く
と
も
、
果
が
汝
に
と
っ
て
存
在
し
、
法
と
非
法
と
を
因
と
す
る
果
が
、
汝
に
と
っ
て
存
在
し
な
い
。

法
と
非
法
と
を
因
と
す
る
果
が
、
も
し
、
汝
に
と
っ
て
存
在
す
る
な
ら
ば
、
〔
そ
の
か
ぎ
り
〕
、
法
と
非
法
と
よ
り
生
じ
た
果
は
、
汝

に
と
っ
て
、
ど
う
し
て
、
不
空
で
あ
ろ
う
か
。
（
第
三
十
五
偶
）

汝
が
、
縁
起
で
あ
る
空
性
を
害
す
る
と
き
、
汝
は
、
世
間
的
な
一
切
の
言
説
を
害
す
る
。
（
第
三
十
六
偶
）

空
性
を
害
す
る
と
き
は
、
何
ら
の
所
作
（
５
吋
３
ぐ
着
）
も
な
く
、
作
動
さ
れ
な
い
作
用
（
胃
ご
画
）
が
存
在
し
、
作
し
つ
つ
な
い
作
者
が
存

在
す
る
で
あ
ろ
う
。

（
第
三
十
七
偶
）

自
性
が
あ
る
と
き
、
世
間
は
種
々
の
状
態
を
は
な
れ
、
不
生
不
滅
で
あ
り
不
変
化
で
あ
ろ
う
。
（
第
三
十
八
偶
）

令
司
、

も
し
も
、
不
空
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
切
の
煩
悩
を
断
ず
る
こ
と
、
未
得
〔
の
果
〕
を
得
る
こ
と
、
苦
の
滅
尽
を
な
す
と
い
う
こ
と
力

存
在
し
な
い
。
（
第
三
十
九
偶
）

反
対
論
者
は
、
第
六
偶
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
龍
樹
の
無
自
性
空
論
が
、
法
（
善
業
）
・
非
法
（
悪
業
）
に
愛
・
非
愛
の
果
が
実
有
で
あ
る

と
い
う
因
果
応
報
の
道
理
を
認
め
な
い
、
無
道
徳
的
な
目
鼻
涛
騨
で
あ
り
、
ま
た
、
一
切
の
世
間
に
か
ん
す
る
言
語
的
表
現
や
判
断
す
ら

も
認
め
な
い
否
定
的
な
破
壊
論
で
あ
る
か
の
如
く
非
難
す
る
。
し
か
し
、
龍
樹
か
ら
い
え
ば
、
第
三
十
三
偶
以
下
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

事
態
は
全
く
逆
で
あ
る
。
有
自
性
論
の
立
場
に
た
つ
か
ぎ
り
、
法
と
非
法
と
が
自
性
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、

（
第
三
十
四
偶
）
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ま
た
、
有
自
性
諭
の
立
場
に
た
っ
と
き
、
法
・
非
法
や
愛
・
非
愛
の
果
が
成
立
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
世
間
に
か
ん
す
る
一
切
の
言
語

的
表
現
や
判
断
す
ら
も
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
三
十
七
個
、
第
三
十
八
偶
に
い
う
よ
う
に
、
自
性
は
、
も
の
の
作
用
と
は
関
係
の
な
い
、

生
ず
る
こ
と
も
減
す
る
こ
と
も
な
い
、
固
定
し
た
抽
象
的
な
不
変
の
存
在
で
あ
り
、
自
性
の
立
場
で
は
、
存
在
の
行
為
や
変
化
の
事
実
を

説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ま
た
、
自
性
の
立
場
に
た
つ
か
ぎ
り
、
苦
を
減
し
、
集
を
断
じ
、
道
を
修
し
、
減
の
果
を
つ
る
と
い
う
、
出
世
間
に
か

ん
す
る
説
明
（
ぐ
菌
く
四
目
目
）
も
不
可
能
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
第
三
十
九
偶
に
註
釈
し
て
「
も

し
も
、
こ
れ
ら
一
切
が
不
空
で
あ
り
有
自
性
の
も
の
な
ら
ば
、
未
得
な
る
も
の
は
未
得
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
未
得
の
果
を
う

る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
苦
の
滅
尽
の
行
為
が
前
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
現
在
も
ま
た
↑
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
一

成
立
す
る
。

法
と
非
法
と
が
自
性
と
し
て
存
在
し
て
、
そ
れ
が
作
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
自
性
と
し
て
有
る
法
・
非
法
の
存
在
は
、
作
さ
れ
ず
と
も
存

在
す
る
、
作
さ
れ
る
こ
と
と
は
無
関
係
な
、
な
さ
れ
る
以
前
の
抽
象
的
な
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
善
・
悪
の
存
在
は
、
か
よ
う
な
抽
象
的
な

観
念
的
存
在
で
な
く
、
作
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
そ
の
存
在
の
意
義
を
も
つ
と
こ
ろ
の
、
縁
起
的
で
あ
り
、
無
自
性
で
あ
る
所
作

性
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
有
自
性
論
は
善
悪
の
行
為
の
具
体
的
な
事
実
を
見
忘
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
有
自
性
諭

の
立
場
こ
そ
、
善
・
悪
（
法
・
非
法
）
を
否
定
し
、
因
果
応
報
の
道
理
を
認
め
な
い
謬
論
と
い
う
毒
へ
き
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
有
自
性
論

に
た
っ
た
ア
ビ
ダ
ル
マ
学
派
の
人
々
は
、
法
・
非
法
の
因
と
愛
・
非
愛
の
果
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
定
義
づ
け
、
そ
れ
ら
の
存
在
の
自
性
を
考

え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
、
自
性
と
し
て
の
独
立
自
存
の
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
、
第
三
十
四
偶
に
い
う
よ
う
に
、
因
果
関
係
は
成
立
し

な
い
。
法
・
非
法
を
因
と
し
て
愛
・
非
愛
の
果
が
あ
り
、
愛
・
非
愛
の
果
が
あ
っ
て
始
め
て
法
。
非
法
も
因
た
る
具
体
的
な
意
義
を
も
つ

の
で
あ
る
。
因
と
果
は
↑
相
関
的
・
縁
起
的
で
あ
り
、
自
性
を
も
っ
て
そ
れ
自
身
で
成
立
す
る
不
空
な
る
も
の
で
は
な
い
・
善
・
悪
の
因

よ
り
愛
・
非
愛
の
果
が
い
づ
る
業
因
業
果
の
事
実
は
、
有
自
性
諭
の
立
場
で
分
別
す
、
へ
き
で
な
く
、
無
自
性
空
の
立
場
に
お
い
て
始
め
て
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切
の
煩
悩
を
断
ず
る
こ
と
が
前
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
後
か
ら
も
、
断
ず
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
故
に
、
有
自
性
論
を
認
め

る
と
き
は
、
こ
れ
ら
は
す
雫
へ
て
不
合
理
で
あ
る
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
龍
樹
の
無
自
性
空
の
立
場
が
、
煩
悩
や
証
果
の
存
在
を
固
定
的
に

考
え
ず
、
煩
悩
は
断
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
り
、
証
果
は
獲
得
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
存
在
を
縁
起

の
道
理
の
下
に
具
体
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
、
先
に
も
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

龍
樹
は
、
以
上
を
も
っ
て
論
破
を
お
わ
り
、
最
終
の
第
四
十
偶
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

縁
起
を
見
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
か
れ
は
、
苦
と
集
と
減
と
道
と
を
見
る
。
（
第
四
十
偶
）

龍
樹
は
、
自
性
が
も
っ
て
い
る
論
理
的
矛
盾
を
あ
く
ま
で
追
及
し
、
縁
起
の
道
理
の
下
に
す
・
へ
て
の
成
立
を
見
よ
う
と
す
る
。
自
性
は
、

わ
れ
わ
れ
の
思
惟
や
言
葉
の
世
界
の
約
束
と
し
て
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
存
在
で
あ
る
が
、
苦
・
集
・
減
・
道
も
、
苦
を
減
し
、
集
を
断

じ
、
道
を
修
し
て
、
証
果
を
う
る
の
も
、
す
、
へ
て
、
縁
起
に
お
い
て
成
立
す
る
言
葉
や
定
義
を
こ
え
た
具
体
的
な
事
実
で
あ
っ
て
、
自
性

の
立
場
で
抽
象
化
し
て
眺
め
る
べ
き
で
は
な
い
・
自
性
の
立
場
に
た
っ
た
定
義
や
説
明
は
形
骸
に
す
ぎ
な
い
・
佛
陀
の
教
説
は
、
縁
起
の

道
理
の
下
に
な
が
め
ら
れ
る
雫
へ
き
で
あ
り
、
無
自
性
に
し
て
空
な
る
実
践
的
事
実
に
お
い
て
な
が
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
龍
樹
は
、
そ

こ
に
は
じ
め
て
、
佛
陀
の
教
説
に
直
参
す
る
所
以
あ
り
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

ｌ
完
Ｉ
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