
業
冨
Ｈ
ｇ
秒
の
概
念
は
佛
教
以
前
か
ら
因
果
業
報
説
の
中
に
存
在
し
、
今
日
に
至
る
ま
で
イ
ン
ド
で
用
い
ら
れ
、
ま
た
佛
教
を
通
じ

て
東
洋
諸
地
域
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
業
は
輪
廻
転
生
と
密
接
に
関
係
し
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
通
俗
的
な
縁
起
説
と

し
て
の
三
世
両
重
の
因
果
説
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
そ
の
場
合
の
十
二
縁
起
は
惑
、
業
、
苦
の
三
つ
の
部
分
か
ら
成
る
と
さ
れ
、
そ
こ
に

業
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
十
二
支
の
中
で
、
無
明
と
愛
と
取
は
惑
す
な
わ
ち
煩
悩
で
あ
る
と
さ
れ
、
行
と
有
は
業
に
属
す
る
と
さ
れ

①る
。
残
り
の
識
、
名
色
、
六
処
＄
触
、
受
と
生
、
老
死
の
七
支
は
業
果
と
し
て
の
苦
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

②

元
来
イ
ン
ド
で
冨
吋
目
色
の
語
が
使
用
さ
れ
る
用
例
は
、
大
毘
婆
沙
論
に
よ
れ
ば
次
の
三
種
の
場
合
と
さ
れ
る
。
第
一
は
た
ん
な
る

作
用
を
意
味
し
、
そ
こ
に
は
善
悪
の
道
徳
意
識
も
強
い
意
思
も
見
ら
れ
な
い
動
作
で
あ
る
。
勝
諭
の
六
句
義
中
の
業
句
義
で
説
か
れ
る

取
、
捨
、
屈
、
伸
；
行
の
五
業
と
か
、
数
論
で
説
か
れ
る
取
、
捨
、
屈
、
伸
、
挙
、
下
、
開
、
閉
、
行
の
九
種
業
と
か
が
そ
れ
で
あ
り
。

ま
た
佛
教
で
無
覆
無
記
の
中
に
数
え
ら
れ
る
行
、
住
、
坐
、
臥
の
四
威
儀
も
こ
の
意
味
の
作
用
で
あ
る
。
こ
れ
は
因
果
業
報
に
お
け
る

業
に
入
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

業
に
関
す
る
若
干
の
考
察

業
に
関
す
る
若
干
の
考
察

｜
は
し
が
き

水
野
弘
元



本
論
文
で
問
題
と
す
る
の
は
右
の
三
種
の
業
の
中
の
第
三
の
業
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
特
殊
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
無

記
業
と
か
無
漏
業
と
か
、
さ
ら
に
業
と
煩
悩
と
の
異
同
と
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

さ
て
一
般
的
に
い
っ
て
因
果
業
報
の
業
は
、
十
二
縁
起
に
お
け
る
行
支
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
三
種
の
段
階
的
要
素
か
ら
成

③

っ
て
い
る
と
い
え
る
。
三
一
種
と
は
、

ａ
、
善
悪
の
意
思
、
ま
た
は
行
為
の
動
機
目
的

す
る
行
為
が
そ
れ
で
あ
る
。

第
二
に
は
儀
式
作
法
の
所
作
を
冨
吋
目
四
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
る
。
大
昆
婆
沙
論
で
は
、
「
持
二
法
式
一
故
、
．
…
：
能
任
。
持
七
衆
法
式
一
」

と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
佛
教
で
在
家
出
家
の
七
衆
の
人
た
ち
が
在
家
の
五
戒
、
八
斎
戒
、
出
家
の
沙
弥
・
沙
弥
尼
戒
、
六
法
戒
、
比

丘
戒
、
比
丘
尼
戒
等
を
受
け
る
場
合
の
受
戒
作
法
と
か
、
そ
の
他
教
団
で
行
わ
れ
る
種
点
の
儀
式
作
法
と
か
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
普
通

に
掲
磨
（
こ
ん
ま
、
か
つ
ま
）
と
い
わ
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
り
、
ま
た
密
教
の
鶏
磨
曼
茶
羅
に
お
け
る
潟
磨
菌
境
目
画
も
所
作
威
儀

の
こ
と
で
、
こ
れ
に
含
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
儀
式
を
行
う
所
作
の
意
思
や
意
識
は
あ
る
と
し
て
も
、
倫
理
道
徳
的
な
善
悪

の
意
思
は
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
、
〃
こ
れ
も
因
果
業
報
に
お
け
る
業
の
概
念
に
は
入
ら
な
い
。

第
三
の
意
味
の
厨
Ｈ
ｇ
回
が
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
因
果
業
報
に
お
け
る
業
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
為
作
、
造
作
の
義
を
も
っ
と
さ

れ
る
。
そ
こ
に
は
倫
理
道
徳
的
ま
た
は
宗
教
的
な
善
悪
染
浄
等
の
意
思
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
最
狭
義
の
業
が
説

か
れ
る
場
合
に
も
、
そ
こ
に
は
必
ず
し
も
流
転
輪
廻
の
因
果
業
報
に
関
係
し
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
流
転
輪
廻
を
も
た
ら
す
業
は

善
業
と
不
善
業
（
悪
業
）
で
あ
る
が
、
善
業
の
中
に
は
輪
廻
に
関
係
す
る
有
漏
の
善
だ
け
で
な
く
、
輪
廻
を
超
え
て
還
滅
に
至
ら
し
め

る
無
漏
の
善
業
も
あ
る
。
ま
た
善
悪
業
の
ほ
か
に
輪
廻
業
報
と
直
接
関
係
し
な
い
無
記
業
も
あ
る
。
技
術
芸
能
な
ど
の
訓
練
習
熟
に
関

二二



ｂ
、
身
語
に
よ
る
実
際
行
動

ｃ
、
実
際
行
動
の
後
に
残
存
す
る
習
慣
力

ａ
は
思
業
（
ｏ
①
３
局
‐
富
尻
目
四
）
で
あ
り
、
身
・
語
・
意
の
三
業
中
の
意
業
に
属
す
る
。
ｂ
と
Ｃ
は
思
已
業
（
。
①
国
首
冨
‐
厨
寓
目
四
）
で
あ

り
、
三
業
中
の
身
業
と
語
業
に
属
す
る
。
ま
た
ｂ
は
身
。
語
に
よ
る
殺
生
～
愉
盗
、
邪
婬
、
妄
語
、
悪
口
、
両
舌
、
綺
語
等
の
実
際
行

動
で
あ
る
か
ら
、
身
・
語
の
表
業
（
ぐ
言
眉
革
冨
Ｈ
日
四
）
で
あ
り
現
行
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
ｃ
は
ｂ
が
習
悩
力
と
な
っ
て
残
存
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
身
・
語
の
無
表
業
（
伊
ぐ
言
名
亭
冨
目
自
画
）
と
さ
れ
る
。
表
業
は
身
体
や
言
語
の
行
為
と
し
て
外
部
か
ら
認
め
ら

れ
、
表
示
さ
れ
る
か
ら
表
業
と
さ
れ
、
無
表
業
は
身
業
、
語
業
が
習
慣
力
と
な
っ
て
、
肉
体
に
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
外
部
か

ら
認
め
ら
れ
ず
、
表
示
さ
れ
て
も
い
な
い
か
ら
無
表
の
業
と
さ
れ
る
。

無
表
が
設
け
ら
れ
る
理
由
は
、
身
語
等
に
よ
る
善
悪
業
は
そ
の
ま
ま
消
滅
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
く
＄
業
報
説
に
従
っ
て
、
そ
の
善

悪
業
が
報
果
を
受
け
る
ま
で
は
、
業
の
勢
力
は
存
続
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
善
悪
の
行
為
が
そ
の
報
果
を
受
け
る
こ
と
な

く
消
滅
す
る
と
す
れ
ば
、
業
報
説
は
成
立
し
な
く
な
る
。
善
悪
業
が
必
ず
そ
の
報
果
を
引
く
も
の
て
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
報
果
を
受

け
る
ま
で
の
間
は
、
善
悪
業
の
勢
力
は
存
続
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
勢
力
は
行
為
の
習
慣
力
と
し
て
残
存
す
べ
き
で
あ
る
。

説
一
切
有
部
に
よ
れ
ば
、
表
業
と
し
て
の
身
業
↑
語
業
も
、
そ
の
習
慣
余
力
で
あ
る
無
表
業
と
し
て
の
身
業
、
語
業
も
す
寺
へ
て
物
質

的
な
色
法
に
属
す
る
と
さ
れ
る
が
、
パ
ー
リ
佛
教
で
は
身
業
も
語
業
も
物
質
的
の
も
の
と
せ
ず
、
す
《
へ
て
善
悪
の
思
（
意
思
）
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
。
〈
－
リ
佛
教
に
よ
れ
ば
物
質
に
は
善
悪
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
業
の
本
質
と
し
て
の
善
悪
の
意
思
は
す
べ
て
精
神
的
の
も

の
で
あ
る
か
ら
～
業
は
身
・
語
・
意
の
三
業
と
も
に
精
神
的
の
も
の
て
あ
る
と
す
る
。
従
っ
て
身
、
語
の
習
慣
力
と
し
て
の
無
表
を
説

く
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
何
等
か
の
形
で
習
慣
力
が
残
存
す
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
戒
と
か
悪
癖
と
か
は
習
慣
的
な
力
を

業
に
関
す
る
若
干
の
考
察
三
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指
す
と
見
ら
れ
る
。

ま
た
説
一
切
有
部
で
は
無
表
と
い
う
習
慣
力
は
身
業
、
語
業
に
だ
け
あ
っ
て
、
意
業
に
は
習
慣
力
を
立
て
な
い
が
、
実
際
に
は
意
業

や
精
神
作
用
に
も
習
慣
力
は
蓄
積
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
善
悪
の
性
格
と
か
、
知
能
や
記
憶
な
ど
は
精
神
的
な
習
慣
余
力
と
い
う
こ

④

と
が
で
き
る
。
経
部
や
経
部
系
の
成
実
論
で
は
思
の
差
別
を
無
表
と
な
し
、
重
業
な
ら
ば
意
業
に
も
無
表
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

と
に
か
く
、
善
悪
業
に
は
か
な
ら
ず
そ
の
報
果
が
あ
り
、
善
因
善
果
、
悪
因
悪
果
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
業
説
の
基
本
で
あ

⑤

る
。
例
え
ば
法
句
経
第
一
偶
、
第
二
偶
は
こ
の
点
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

第
一
偶
諸
法
は
意
を
先
行
と
し
、
意
を
第
一
と
し
、
意
か
ら
成
る
。

も
し
邪
悪
の
意
を
も
っ
て
語
り
、
ま
た
は
行
う
な
ら
ば
、

や
が
て
彼
に
苦
が
従
う
。
車
輪
が
、
牽
く
牛
の
足
に
従
う
が
如
く
に
。

第
二
偶
諸
法
は
意
を
先
行
と
し
、
意
を
第
一
と
し
、
意
か
ら
成
る
。

も
し
清
浄
の
意
を
も
っ
て
語
り
、
ま
た
は
行
う
な
ら
ば
、

や
が
て
彼
に
楽
が
従
う
。
影
が
そ
の
本
体
を
離
れ
な
い
加
く
に
。

こ
こ
で
は
邪
悪
や
清
浄
の
意
業
か
ら
不
善
や
善
の
語
業
、
身
業
が
生
じ
、
そ
れ
が
か
な
ら
ず
苦
や
楽
の
報
果
を
引
く
こ
と
を
示
し
て

業
と
そ
の
報
果
に
は
必
然
の
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
業
と
報
果
と
の
時
間
的
関
係
に
つ
い
て
は
、
一
、
順
現
法
受
業
、
二
、
順

次
生
受
業
、
三
、
順
後
生
受
業
の
三
時
業
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
中
、
第
一
は
業
の
報
果
が
今
生
中
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が

こ
の
第
一
の
中
に
も
、
業
を
行
な
っ
た
直
後
に
報
果
が
あ
る
と
さ
れ
る
無
間
業
も
あ
れ
ば
、
時
間
的
経
過
の
後
に
今
世
で
受
報
す
る
も

い
一
○
○

語
業
に
だ
け
あ
っ
て
、
意
業
に
は
習
慣
力
を
立
て
な
い
が
、
実
際
に
は
意
業

。
善
悪
の
性
格
と
か
、
知
能
や
記
憶
な
ど
は
精
神
的
な
習
慣
余
力
と
い
う
こ

④

を
無
表
と
な
し
、
重
業
な
ら
ば
意
業
に
も
無
表
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

四
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前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
十
二
縁
起
も
一
種
の
因
果
業
報
説
と
見
ら
れ
る
が
、
説
一
切
有
部
で
は
縁
起
関
係
の
時
間
的
長
短
に
よ
っ
て

十
二
縁
起
の
因
果
業
報
関
係
が
、
一
、
刹
那
縁
起
、
二
、
連
縛
縁
起
、
三
、
分
位
縁
起
、
四
、
遠
続
縁
起
の
四
極
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。

こ
の
中
、
第
一
の
刹
那
縁
起
は
業
報
が
即
時
に
生
ず
る
場
合
で
あ
り
、
第
二
の
連
縛
縁
起
は
今
生
の
間
に
連
続
継
起
す
る
場
合
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
二
つ
は
三
時
業
の
中
の
順
現
法
受
業
に
よ
る
業
報
関
係
で
あ
る
と
い
え
る
。
第
三
の
分
位
縁
起
は
過
去
、
現
在
、
未
来
の

三
世
に
亙
っ
て
両
重
に
縁
起
す
る
因
果
関
係
で
あ
る
か
ら
、
順
次
生
受
業
の
業
報
関
係
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。
第
四
の
遠
続
縁
起

は
十
二
支
分
が
多
生
に
亙
っ
て
関
係
す
る
因
果
と
さ
れ
る
か
ら
、
順
後
生
受
業
の
業
報
関
係
を
示
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
の
と
さ
れ
る
。
有
名
な
揖

仮
令
経
百
劫
所
作
半

遇
う
時
に
、
果
報
は
回

と
あ
る
の
は
そ
れ
で
あ
る
。

の
も
あ
る
。
第
二
は
今
世
の
業
の
報
果
が
来
世
に
お
い
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
第
三
は
今
世
の
業
の
報
果
が
再
来
世
以
後
に
お
い

て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
業
と
そ
の
報
果
は
直
接
即
時
に
連
続
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
今
世
、
来
世
、
再
来
世
以
後
と
い
う

よ
う
に
、
種
々
の
時
間
的
経
過
の
後
に
得
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
強
い
善
悪
業
は
必
ず
い
つ
か
は
そ
の
報
果
を
受
け
る

も
の
と
さ
れ
る
。
有
名
な
偶
に

⑥

仮
令
経
百
劫
所
作
業
不
亡
因
縁
会
遇
時
果
報
還
自
受
（
た
と
い
百
劫
を
経
る
と
も
、
所
作
の
業
は
亡
び
ず
。
因
縁
の
会
い

遇
う
時
に
、
果
報
は
還
っ
て
自
ら
受
く
）

注①
伝
統
的
に
は
倶
舎
論
等
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
十
二
支
の
中
で
愛
と
取
は
惑
す
な
わ
ち
煩
悩
で
あ
り
、
有
が
業
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
取
が
四
取
（
欲
取
、
見
取
、
戒
禁
取
、
我
語
取
）
と
説
明
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
煩
悩
に
属
し
て
い
る
か
ら
惑
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ

を
現
実
的
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
愛
は
愛
憎
の
念
で
あ
り
、
取
は
取
捨
の
実
際
行
動
で
、
愛
す
る
も
の
は
取
奪
す
る
か
ら
、
盗
・
婬
等
と
な
り
、

業
に
関
す
る
若
干
の
考
察
五



一
ハ

僧
い
も
の
は
捨
避
す
る
か
ら
殺
・
闘
評
等
の
実
際
行
動
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
取
奪
、
捨
避
の
実
際
行
動
は
身
業
、
語
業
と
し
て
の
業
と
見
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
か
ら
、
取
支
は
業
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
実
際
行
動
が
習
悩
と
な
っ
た
余
力
が
有
支
で
あ
る
か
ら
、
有
も
業
に
属
す

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

②
大
毘
婆
沙
論
巻
二
三
（
大
正
二
七
・
五
八
七
ｂ
）
、
勝
論
の
五
種
業
、
数
論
の
九
種
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
直
前
（
五
八
七
ａ
）
に
説
か
れ

③
業
の
三
つ
の
段
階
に
つ
い
て
は
倶
舎
論
巻
一
六
（
大
正
二
九
・
八
四
ｃ
以
下
）
に
も
、
ａ
加
行
、
ｂ
根
本
、
Ｃ
後
起
の
三
段
階
と
し
て
詳
説
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ａ
加
行
は
さ
ら
に
善
悪
の
意
思
と
実
際
行
動
へ
の
種
点
な
る
準
備
的
手
段
と
に
分
け
ら
れ
、
Ｃ
後
起
に
つ
い
て
も
行
為
の

習
慣
余
力
と
行
為
の
後
始
末
的
な
処
置
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
業
に
直
接
的
な
も
の
と
し
て
は
、
ａ
善
悪
の
意
思
、
ｂ
実
際
行
動
、
ｃ

行
為
の
習
慣
余
力
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。

④
倶
舎
論
巻
一
三
（
大
正
二
九
・
六
八
Ｃ
）
で
は
経
部
の
説
と
し
て
「
起
思
差
別
、
名
為
二
無
表
一
」
と
か
「
諸
無
表
、
無
二
色
相
一
」
と
か
紹
介
さ

れ
、
成
実
論
巻
七
（
大
正
三
二
・
二
九
○
ａ
）
で
は
無
表
の
こ
と
を
無
作
と
し
て
、
「
従
一
一
重
業
一
所
し
集
、
名
一
一
無
作
《
常
相
続
生
故
、
知
三
意
業
亦

有
二
無
作
一
」
と
か
、
ま
た
同
（
二
九
○
ｂ
）
じ
く
「
但
従
レ
意
生
一
一
無
作
こ
と
か
説
い
て
、
意
業
に
も
習
慣
力
と
し
て
の
無
表
が
あ
る
と
主
張
し

⑤
口
唇
胃
目
四
口
。
冒
喜
四
侭
貰
風
呂
四
日
目
④
目
騨
惇
○
め
①
耳
目
目
四
国
○
日
畠
騨
』

ロ
〕
色
口
騨
め
四
○
④
毛
色
ロ
ロ
佇
嘩
５
口
四
ぴ
ぽ
回
の
②
は
ぐ
画
丙
四
門
○
陣
ぐ
Ｐ

斤
四
庁
○
冒
四
瞬
琶
ロ
ロ
炭
屏
丘
騨
口
樗
ゆ
口
句
①
首
（
〉
四
戸
屍
四
罠
営
ご
ゆ
く
騨
豈
凹
汁
○
℃
色
〔
一
Ｐ
胃
〕
胃
．

ロ
置
口
画
目
Ｐ
昌
○
ご
ｐ
す
ず
②
ロ
函
四
日
脚
。
彦
四
貝
貝
ｐ
Ｐ
ｇ
四
口
○
ｍ
①
稗
ぽ
四
門
目
目
５
日
四
】
Ｐ

ロ
】
四
口
ゆ
め
四
○
①
も
四
ｍ
四
口
ロ
①
口
國
ず
ぽ
脚
め
ゅ
戴
く
脚
舜
四
吋
○
戴
く
色
》

庁
Ｐ
命
○
口
ゆ
く
ロ
の
ロ
戸
口
騨
討
ロ
⑳
口
ぐ
①
茸
ウ
面
倒
ぐ
ロ
ぐ
ゆ
煙
目
色
己
色
ぐ
匡
冒
‐

ミ

ト
’

⑥
こ
の
偶
は
根
本
説
一
切
有
部
の
諸
律
書
や
梵
文
天
臂
職
な
ど
に
屡
と
出
て
い
る
。
例
え
ば
有
部
律
巻
九
（
大
正
二
三
・
六
七
四
ｂ
）
、
巻
一
四

て
い
る
。

て
い
る
。



し
か
し
そ
の
前
に
、
原
始
佛
教
に
お
い
て
、
佛
教
と
ジ
ャ
イ
ナ
教
と
の
間
に
、
業
に
関
す
る
議
論
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
た
こ
と
が
原

始
経
典
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
は
業
の
三
段
階
の
中
で
、
ａ
善
悪
の
意
思
と
ｂ
実
際
行

動
と
の
二
段
階
で
は
、
い
ず
れ
が
重
大
で
あ
り
重
要
で
あ
る
か
と
い
う
論
争
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
例
え
ば
中
部
五
六
の
ウ
パ
ー
リ

①

経
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ジ
ャ
イ
ナ
教
祖
一
一
ガ
ン
タ
、
ナ
ー
タ
プ
ッ
タ
の
弟
子
デ
ィ
ー
ガ
タ
・
ハ
ッ
シ
ン
は
托
鉢
の
帰
り
に
釈
尊
の
と

こ
ろ
に
立
ち
寄
り
、
釈
尊
と
業
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
合
っ
た
。
ジ
ャ
イ
ナ
教
で
は
身
業
、
語
業
、
意
業
の
三
つ
の
中
で
は
身
業
が
も

っ
と
も
重
要
で
あ
り
、
語
業
や
意
業
は
そ
れ
ほ
ど
重
視
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
佛
教
で
は
身
業
や
語
業
よ
り
も
意
業
を
も
っ
と
も
重

視
す
る
。
つ
ま
り
ジ
ャ
イ
ナ
教
は
行
為
の
結
果
を
重
ん
ず
る
結
果
論
者
で
あ
り
、
佛
教
は
結
果
よ
り
も
そ
の
動
機
目
的
を
重
視
す
る
動

業
に
関
す
る
若
干
の
考
察
七

し
た
い
。

業
に
三
段
階
の
要
素
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
し
て
三
段
階
の
何
れ
も
が
業
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
中
で
も
ａ
善
悪
の

意
思
と
し
て
の
意
業
、
ｂ
実
際
行
動
と
し
て
現
わ
れ
る
現
行
の
身
業
、
語
業
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
も
な
く
、
理
解
し
易
い
け
れ

ど
も
、
ｃ
行
為
の
習
慣
余
力
と
し
て
の
第
三
段
階
の
業
は
表
面
に
現
わ
れ
ず
し
て
潜
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
れ
に
対
す

る
学
説
や
意
見
も
様
灸
で
あ
り
＄
か
な
り
複
雑
な
も
の
が
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
習
慣
力
と
し
て
潜
在
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
考
察

（
六
九
八
ａ
）
等
衛
で
あ
り
、
目
曇
習
討
呂
習
国
宕
○
弓
の
三
や
豊
蛍
〕
．
届
］
等
々
に
次
の
よ
う
な
梵
文
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

、

ロ
、
』
も
Ｈ
ｐ
恒
凹
の
国
、
自
陣
屍
四
国
ロ
帥
．
］
昌
屏
煙
｝
ロ
四
】
肉
○
陣
小
騨
詐
騨
営
門
印
も
］
）

ト

の
四
口
芦
四
ｍ
園
目
ロ
ロ
Ｈ
Ｐ
び
く
四
｝
３
』
四
罫
】
○
四
蒜
）
ぽ
い
］
四
自
陣
汽
写
四
］
ロ
ロ
①
彦
］
国
凹
貝
冒
．

‐
ｒ
‐
Ｆ
ｔ

ト
ー

二
業
の
習
慣
余
力



機
論
者
の
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
。

托
鉢
か
ら
帰
っ
た
デ
ィ
ー
ガ
タ
。
〈
ツ
シ
ン
は
師
の
ナ
ー
タ
プ
ッ
タ
や
集
っ
て
い
る
弟
子
信
者
た
ち
に
ゴ
ー
タ
マ
（
釈
尊
）
と
の
問
答

の
様
子
を
告
げ
る
と
、
ナ
ー
タ
プ
ッ
タ
は
よ
く
自
説
を
正
し
く
主
張
し
た
こ
と
を
賞
賛
す
る
。
傍
に
い
た
在
家
信
者
の
ウ
パ
ー
リ
は
、

自
か
ら
ゞ
コ
ー
タ
マ
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
徹
底
的
に
論
破
し
て
や
る
と
い
い
、
師
の
ナ
ー
タ
プ
ッ
タ
も
こ
れ
に
賛
成
し
た
が
、
釈
尊
の
実

力
を
身
を
も
っ
て
感
じ
取
っ
た
デ
ィ
ー
ガ
タ
パ
ッ
シ
ン
は
、
ゴ
ー
タ
マ
は
大
幻
師
で
外
教
の
人
た
ち
を
問
答
に
よ
っ
て
直
ち
に
佛
教
に

引
き
入
れ
る
か
ら
＄
ゴ
ー
タ
マ
と
の
問
答
対
論
は
や
め
た
方
が
よ
い
と
極
力
諫
止
し
た
け
れ
ど
も
、
ウ
パ
ー
リ
は
聞
き
入
れ
な
い
で
釈

尊
の
と
こ
ろ
に
行
き
、
釈
尊
の
徹
底
し
た
正
し
い
理
論
に
難
な
く
屈
伏
さ
れ
、
大
い
に
感
激
し
て
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
か
ら
佛
教
徒
に
転
向

し
て
し
ま
っ
た
。
釈
尊
は
身
業
よ
り
も
意
業
が
重
大
で
あ
り
、
よ
り
強
力
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
四
つ
の
実
例
を
も
っ
て
論
証
さ
れ
、

ゥ
。
〈
－
リ
は
そ
の
正
し
い
理
論
に
反
駁
の
余
地
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

佛
教
以
前
の
外
教
で
は
業
を
物
質
的
存
在
と
見
る
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
業
と
は
業
の
習
慣
的
余
力
を
指
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
習
慣
力
が
肉
体
の
中
に
物
質
的
存
在
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ジ
ャ
イ
ナ
教

が
意
業
よ
り
も
身
業
を
重
視
す
る
の
は
右
の
よ
う
な
習
慣
的
余
力
を
身
業
と
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ウ
・
〈

－
リ
経
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
身
業
は
習
慣
力
で
は
な
く
、
現
行
と
し
て
の
身
業
が
意
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

さ
て
業
報
説
と
し
て
説
明
さ
れ
る
十
二
縁
起
説
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
三
界
世
間
の
流
転
輪
廻
界
に
お
け
る
有
情
の
存
在

は
す
毒
へ
て
業
報
の
支
配
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
原
始
経
典
の
中
に
、
「
わ
れ
わ
れ
は
業
を
所
有
し
（
富
日
日
閉
＄
冨
々

冒
罵
昌
儲
ぐ
ゅ
富
）
、
業
を
嗣
統
し
（
富
日
日
且
母
目
騨
》
厨
儲
日
覺
劉
『
且
騨
）
、
業
を
根
原
と
し
（
園
白
目
葛
○
日
》
冨
禺
目
亀
○
員
）
、
業
を
親

族
と
し
（
菌
日
日
ｐ
ｇ
且
冒
旨
》
冨
埼
日
小
↑
冨
昌
目
）
、
業
を
依
所
と
し
（
百
日
目
§
農
』
の
閏
Ｐ
ｇ
〉
冨
爲
日
眉
国
威
の
閏
色
冨
）
、
わ
れ
わ
れ
が
行

/、



②

う
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
あ
ら
ゆ
る
善
悪
の
業
を
わ
れ
わ
れ
は
嗣
続
す
る
の
で
あ
る
」
、
と
い
う
よ
う
な
定
型
句
が
あ
る
の
も
、
す
べ
て

が
業
の
支
配
を
受
け
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

つ
ま
り
業
の
力
は
そ
れ
が
滅
尽
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
生
々
世
点
を
通
じ
て
存
続
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
業
を
存
続
さ
せ
て
い
る
の

は
業
の
残
存
余
力
と
し
て
の
習
慣
力
が
中
心
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
前
に
も
述
令
へ
た
よ
う
に
説
一
切
有
部
で
は
残
存
余
力
は
身
業
、

語
業
に
の
み
認
め
ら
れ
、
無
表
業
と
い
う
形
で
肉
体
に
保
存
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
善
悪
の
身
業
、
語
業
は
そ
の
習
仙
的
余

力
と
し
て
の
身
・
語
の
無
表
業
を
残
す
の
で
あ
る
。
善
の
無
表
業
は
律
儀
と
か
戒
（
善
戒
）
と
か
呼
ば
れ
、
不
善
の
無
表
業
は
不
律
儀

と
か
悪
戒
と
か
呼
ば
れ
る
。
例
え
ば
善
の
無
表
業
と
し
て
の
戒
に
つ
い
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
戒
が
成
立
す
る
の
は
、
佛
を
礼
拝
し
、

戒
師
の
前
で
五
戒
、
十
戒
等
の
戒
条
を
守
る
こ
と
を
誓
い
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
礼
拝
の
身
業
や
誓
い
の
言
葉
の
語
業
な
ど
が
受
戒

者
に
保
存
蓄
積
さ
れ
て
そ
れ
が
戒
と
な
り
、
そ
の
戒
は
殺
生
、
愉
盗
な
ど
の
悪
事
の
誘
惑
や
機
会
が
あ
る
場
合
に
も
、
よ
く
そ
れ
を
防

護
し
て
防
非
止
悪
の
は
た
ら
き
を
な
す
の
で
あ
る
。
戒
の
こ
と
を
律
儀
と
い
う
の
は
、
律
儀
と
は
悪
不
善
の
防
護
を
意
味
す
る
か
ら
で

あ
る
。
善
の
身
業
、
語
業
が
習
慣
力
を
残
す
よ
う
に
、
悪
不
善
の
身
業
‐
語
業
も
そ
の
習
慣
的
余
力
を
残
し
、
こ
れ
を
悪
戒
と
か
不
律

儀
と
か
呼
ぶ
こ
と
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
右
の
よ
う
な
善
悪
の
身
業
、
語
業
に
か
ぎ
ら
ず
、
善
悪
に
関
係
し
な
い
無
記
の
身
体
、
言
語
の
動
作
も
そ
の
習
慣
力
を
残

す
こ
と
は
日
常
に
経
験
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
体
育
技
術
の
訓
練
、
種
々
の
職
業
技
能
の
熟
達
、
珠
算
や
書
道
の
稽
古
‐
絵
画
や
音
楽

歌
謡
等
の
い
ろ
い
ろ
な
芸
術
の
習
熟
な
ど
は
、
す
寺
へ
て
そ
の
練
習
を
重
ね
る
た
び
毎
に
そ
の
技
能
は
習
慣
力
と
な
っ
て
身
に
着
い
て
く

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
善
悪
に
関
係
し
な
い
身
体
や
言
語
の
行
為
も
そ
の
習
慣
的
余
力
を
残
す
の
で
あ
る
。
か
り
に
こ
れ
を
無
記

（
中
性
）
の
無
表
業
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

業
に
関
す
る
若
干
の
考
察
九



と
に
か
く
佛
教
の
修
行
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
理
想
に
反
し
た
誤
っ
た
習
慣
力
を
除
き
、
理
想
に
合
致
し
た
正
し
い
習
慣
力
を
蓄
積

し
、
そ
れ
が
充
満
し
て
無
意
識
的
反
射
的
に
理
想
通
り
の
正
し
い
考
え
方
や
行
為
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
最
初

の
出
発
点
が
戒
の
修
行
で
あ
っ
て
、
次
第
に
定
か
ら
慧
へ
と
内
面
的
な
深
奥
所
ま
で
理
想
的
習
慣
力
を
惨
透
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

最
初
の
修
行
と
し
て
の
戒
を
近
代
的
に
解
説
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
身
心
の
調
整
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
よ
い
習
慣
を
身
に

着
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
身
心
の
調
整
」
と
は
必
ず
し
も
倫
理
道
徳
的
意
味
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
肉
体
の
健
康

や
政
治
経
済
的
な
面
の
調
整
ま
で
を
含
ん
で
い
る
。

例
え
ば
南
方
上
座
部
（
。
〈
－
リ
佛
教
）
で
は
、
戒
を
一
、
別
解
脱
律
儀
戒
、
二
、
根
律
儀
戒
、
三
、
資
具
依
止
戒
、
四
、
活
命
遍
浄

戒
の
四
種
と
す
る
が
、
こ
の
中
で
第
一
の
別
解
脱
律
儀
戒
が
狭
義
の
戎
と
し
て
の
在
家
出
家
の
男
女
の
戒
を
指
し
て
い
る
。
五
戒
、
八

さ
ら
に
ま
た
習
慣
力
は
身
業
や
語
業
だ
け
で
な
く
、
精
神
的
な
意
業
に
も
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
経
部
や
成
実
論
の
よ
う
に

無
表
と
呼
ぶ
に
し
て
も
呼
ば
な
い
に
し
て
も
、
精
神
的
な
習
熟
の
余
力
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
パ
ー
リ
佛
教
で
は
善
き
習
慣
と
し
て

の
戒
を
、
説
一
切
有
部
等
の
如
く
物
質
的
な
も
の
と
は
見
な
い
で
、
す
べ
て
精
神
的
な
も
の
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
パ
ー
リ
佛
教
で
は

身
業
、
語
業
と
い
わ
れ
る
も
の
も
、
こ
れ
を
物
質
的
存
在
と
は
見
な
い
で
、
善
悪
業
は
善
悪
の
意
思
を
主
体
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら

身
業
、
語
業
も
す
べ
て
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
物
質
や
肉
体
に
は
善
悪
と
い
う
倫
理
道
徳
的
価
値
は
見
ら
れ
な
い
の
で

あ
っ
て
、
善
悪
や
凡
聖
と
い
う
こ
と
は
す
べ
て
精
神
的
な
も
の
に
か
ぎ
る
と
い
う
の
が
パ
ー
リ
佛
教
の
見
解
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
戒

が
習
慣
力
と
し
て
肉
体
的
の
も
の
の
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
れ
を
支
配
し
て
い
る
の
は
精
神
で
あ
り
、
無
意
識
的
な
反
射
運
動
で
あ
っ

て
も
意
識
的
訓
練
の
積
み
重
ね
に
よ
る
精
神
的
習
慣
力
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
な
る
と
身
心
相
関
で
極
め
て
微
妙
で
あ
る
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○



斎
戒
、
十
戒
、
六
法
戒
、
二
百
五
十
戒
、
十
善
戒
な
ど
と
い
わ
れ
る
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
第
二
の
根
律
儀
戒
は
五
根
（
五
官
）
を
放
逸

か
ら
守
る
も
の
で
あ
っ
て
、
原
始
佛
教
等
で
守
護
根
門
と
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
三
の
資
具
依
止
戒
は
飲
食
、
衣
服
、
臥
具
、
医

薬
等
の
生
活
必
需
品
を
如
法
に
獲
得
し
使
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
四
の
活
命
遍
浄
戒
は
生
活
態
度
を
清
浄
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
～

四
邪
食
等
を
離
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
八
正
道
中
の
正
命
は
活
命
遍
浄
戒
を
は
じ
め
、
資
具
依
止
戒
、
根
律
儀
戒
を
も
含
む
と

見
ら
れ
る
。
な
お
正
命
と
し
て
は
、
職
業
や
環
境
に
応
じ
て
、
毎
旦
一
十
四
時
間
を
起
床
、
食
事
、
仕
事
、
勉
学
、
運
動
、
休
養
、
就

寝
、
睡
眠
等
に
つ
い
て
、
規
則
正
し
い
生
活
を
送
る
こ
と
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
健
康
は
保
持
さ
れ
、
仕
事
の
能

率
は
上
り
、
経
済
的
に
も
安
定
し
、
防
非
止
悪
の
倫
理
道
徳
的
な
戒
法
と
相
俟
っ
て
身
心
が
調
整
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
律
儀
ま
た
は
戒
は
身
心
を
調
整
す
る
た
め
の
「
よ
い
習
慣
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
大
乗
佛
教
で
は
大
乗
菩
薩
の

戒
と
し
て
十
善
業
が
説
か
れ
た
。
そ
れ
は
十
善
業
の
中
に
す
べ
て
の
戒
が
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
中
に
は
身
業
（
不

殺
生
、
不
倫
盗
～
不
邪
婬
）
、
語
業
（
不
妄
語
、
不
悪
口
、
不
両
舌
、
不
綺
語
）
、
意
業
（
無
負
、
無
腹
、
正
見
）
が
含
ま
れ
、
ま
た
こ

れ
を
止
悪
（
摂
律
儀
戒
）
、
行
善
（
摂
善
法
戒
）
‘
利
他
（
摂
衆
生
戒
）
の
三
種
と
し
て
も
説
く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
十
善
戒
は
善
業

と
し
て
の
現
行
と
習
慣
力
の
両
者
を
含
む
と
見
ら
れ
る
。

右
に
見
た
律
儀
と
同
じ
く
、
不
律
儀
と
し
て
の
悪
い
習
慣
は
悪
戒
と
呼
ば
れ
る
が
、
悪
戒
と
は
十
不
善
業
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
こ

の
場
合
に
も
止
善
、
行
悪
、
害
他
の
三
種
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
不
善
の
身
業
、
語
業
、
意
業
で
あ
っ
て
、
不
善
業
の
現
行

と
習
慣
力
の
両
者
を
含
む
と
見
ら
れ
る
。
不
善
業
の
習
慣
力
は
こ
れ
を
悪
不
善
の
癖
や
性
格
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
悪
い
性
格
は

こ
れ
を
精
神
的
な
も
の
と
し
て
見
れ
ば
煩
悩
と
も
さ
れ
る
。
煩
悩
と
業
と
の
関
係
は
次
項
で
考
察
す
る
で
あ
ろ
う
。

業
の
力
が
百
劫
に
も
亘
っ
て
存
続
す
る
と
さ
れ
、
ま
た
業
は
三
世
を
通
じ
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
生
々
世
々
を
通
じ
て
存
続

業
に
関
す
る
若
干
の
考
察
二



す
る
業
力
は
業
の
習
慣
的
余
力
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
習
慣
力
は
物
質
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
精
神
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
述
の
よ
う
に
、
説
一
切
有
部
に
よ
れ
ば
、
身
業
、
語
業
の
習
慣
的
余
力
は
無
表
業
と
し
て
物
質
的
な
存
在
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
物

質
は
五
誼
の
中
の
色
法
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
身
心
を
構
成
す
る
五
稲
の
存
続
期
間
は
こ
の
世
に
生
を
受
け
て
命
終
す
る
ま
で
の
一

生
涯
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
て
、
精
神
や
肉
体
は
来
世
に
ま
で
持
続
す
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
肉
体
の
中
に
保
存
さ
れ
る
と

さ
れ
る
善
悪
の
身
業
、
語
業
の
習
慣
力
と
し
て
の
無
表
業
も
肉
体
の
死
と
と
も
に
消
滅
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
善
業
の
習
慣
力
と
し
て
の

戒
や
律
儀
が
一
期
の
存
在
で
、
来
世
に
及
ぶ
こ
と
が
な
い
と
さ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
善
悪
の
身
業
や
語
業
の
余
力

は
今
世
だ
け
で
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
意
業
に
は
習
慣
的
余
力
が
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
余
力
は
来
世
ま
で
持
続
す
る
で
あ
ろ

う
か
。
も
し
善
悪
の
身
業
、
語
業
、
意
業
が
余
力
と
と
も
に
今
世
だ
け
で
断
絶
す
る
と
す
れ
ば
、
三
世
に
わ
た
る
業
の
存
続
は
あ
り
得

な
い
し
、
生
々
世
点
を
通
じ
た
業
力
の
保
存
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
三
世
因
果
の
業
報
説
は
成
立
し
な
い
で
あ
る

垢
《
‐
／
，
ｒ

長
阿
含
遊
行
経
の
中
に

起
し
塔
立
二
精
舎
一
園
果
施
二
清
涼
一

橋
船
以
渡
人
曠
野
施
二
水
草
一

及
以
一
堂
閣
一
施
其
福
日
夜
増③

戒
具
清
浄
者
彼
必
到
／
善
方
一

と
あ
る
の
は
、
塔
や
精
舎
を
建
て
た
り
、
園
林
や
果
物
を
施
し
た
り
、
橋
や
船
を
も
っ
て
人
び
と
の
た
め
に
河
海
を
渡
し
て
や
っ
た
り

も
し
業
報
説
が
客
観
的
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
，
業
力
は
何
等
か
の
形
で
世
々
を
通
じ
て
存
続
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
ゞ

二



部
派
佛
教
の
多
く
は
業
の
存
続
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
考
察
し
た
と
見
え
て
、
業
力
を
保
存
蓄
積
す
る
も
の
と
し
て
の
潜
在
意
識
的
な

も
の
を
求
め
、
‐
・
こ
れ
を
有
分
識
、
根
本
識
、
細
意
識
、
一
味
穂
、
窮
生
死
瀧
、
非
即
非
離
湘
我
な
ど
と
説
い
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で

あ
る
。
表
面
的
に
断
続
的
に
生
滅
す
る
識
に
対
し
て
、
世
々
を
通
じ
生
死
輪
廻
に
亘
っ
て
潜
在
的
に
一
味
に
し
て
存
続
す
る
根
本
的
主

体
的
な
微
細
な
心
識
で
あ
る
と
か
、
ま
た
そ
れ
は
五
穂
と
同
一
で
も
別
離
し
た
も
の
で
は
な
く
て
世
々
に
生
滅
変
化
し
な
が
ら
連
続
す

る
主
体
的
な
我
冒
侭
騨
旨
（
補
特
伽
羅
）
で
あ
る
と
か
さ
れ
た
。
そ
の
主
体
の
中
に
は
善
悪
の
業
の
習
慣
力
が
保
持
さ
れ
て
い
る
と
見

ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
部
派
佛
教
の
業
力
保
持
の
主
体
的
存
在
を
ま
と
め
て
説
い
た
の
が
爺
伽
行
派
の
阿
頼
耶
識
説
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
阿
頼
耶
識
は
過
去
の
す
べ
て
の
善
悪
業
等
の
勢
力
を
無
数
の
種
子
と
い
う
形
で
保
持
し
て
い
る
。
こ
の

場
合
、
阿
頼
耶
識
も
種
子
も
す
、
へ
て
精
神
的
な
も
の
と
さ
れ
た
。
球
伽
行
派
で
は
唯
識
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
は
精
神
的
の
も

業
に
関
す
る
若
干
の
考
察
一
三

砿
野
で
水
や
草
を
人
間
や
動
物
に
与
え
た
り
、
堂
閣
を
施
し
た
り
す
る
よ
う
な
善
き
身
業
を
行
い
、
ま
た
清
浄
な
戒
を
た
も
つ
な
ら
ば

そ
の
善
業
に
よ
っ
て
必
ず
善
趣
に
至
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
も
善
業
の
余
力
と
し
て
の
福
が
残
存
し
日
夜
に
塒
大
す
る
と
さ
れ
る

か
ら
、
そ
の
業
力
は
何
等
か
の
形
で
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。

業
力
が
物
質
的
な
も
の
と
し
て
来
世
ま
で
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
形
で
持
続
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
原
始
経
典
に
は
ま
っ
た
く
説
か
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
部
派
佛
教
で
も
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
経
部
で
は
業
の

④
⑤

余
力
は
種
子
と
し
て
存
在
し
、
そ
れ
は
物
質
的
で
も
精
神
的
で
も
あ
り
得
る
と
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
色
心
互
薫
の
説
が
そ
れ
で
あ
る
。

物
質
的
な
も
の
が
精
神
的
な
も
の
へ
と
余
力
を
薫
習
し
て
残
存
せ
し
め
、
精
神
的
な
も
の
が
物
質
的
な
も
の
へ
と
余
力
と
し
て
の
獅
子

を
顛
習
す
る
と
い
う
の
で
、
今
日
の
精
神
身
体
医
学
に
お
け
る
身
心
相
関
の
関
係
に
似
て
い
る
と
も
い
え
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
世
を

を
顛
習
す
る
と
い
う
の
で
、

隔
て
て
の
説
で
は
な
い
が
。



そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
他
方
で
は
職
伽
行
派
は
仮
法
で
あ
る
と
し
て
も
物
質
的
な
無
表
色
を
も
説
い
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
説
一

切
有
部
の
影
響
で
善
悪
の
身
業
、
語
業
の
習
慣
力
を
物
質
的
な
無
表
と
し
て
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
種
子

や
阿
頼
耶
識
の
説
と
無
表
色
説
と
の
間
に
不
一
致
が
あ
り
、
融
和
が
な
く
、
一
貫
性
に
欠
け
た
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

の
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

注①
旨
．
麗
口
目
亭
叩
具
ｇ
ｐ
３
（
冒
再
ｐ
雪
罠
・
）

②
こ
れ
は
原
始
経
典
に
厘
證
出
る
が
、
例
え
ば
沙
．
ぐ
》
割
（
少
旨
や
忌
）
参
照
。

③
大
正
一
・
一
七
ｂ
・
同
様
な
こ
と
を
説
い
て
い
る
も
の
に
、
雑
阿
含
巻
三
六
（
九
九
七
）
（
大
正
二
・
二
六
一
ｂ
）
、
増
一
阿
含
巻
二
（
大
正

二
・
五
九
六
Ｃ
）
、
同
巻
一
四
（
六
一
六
ｂ
）
、
同
巻
二
七
（
六
九
九
ａ
）
等
が
あ
り
、
梵
文
冒
農
号
胃
冒
吋
ぐ
目
四
‐
呂
餅
“
い
』
亀
に
も
あ
り
、

・
ハ
ー
リ
で
は
己
．
届
冒
農
署
胃
冒
旨
冨
口
騨
‐
の
．
（
己
再
や
届
？
□
＆
口
四
や
駅
）
に
多
少
違
っ
た
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

Ｑ
ゆ
国
四
汁
○
℃
ロ
或
凱
四
臥
回
も
ゆ
く
四
・
口
ぽ
ゅ
は
や
ｍ
ｍ
Ｈ
ｐ
］
四
口
】
國
庁
○
ぐ
の
鄙
画
門
口
口
四
Ｏ
副
詞
四
註
〕
戸
口
め
ゆ
］
（
〕
ｏ
ゆ
〕
四
面
倒
威
も
脚
ｂ
四
戸
四
【
回
）
Ｈ
脚
曲
騨
Ｑ
Ｏ
ｍ
四
Ｈ
ｐ
Ｏ
ず
ゆ
屏
炭
百
句
脚
叩
四

目
津
〕
ワ
ロ
汁
○
．

④
経
部
で
は
施
与
を
な
せ
ば
施
の
作
意
が
心
に
重
習
し
て
潜
在
し
、
表
面
心
は
別
の
意
識
が
あ
る
場
合
に
も
窯
習
力
と
し
て
の
種
子
は
常
に
増
大

し
、
そ
れ
が
や
が
て
未
来
の
福
報
を
も
た
ら
す
と
説
い
た
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
四
諦
論
巻
四
（
大
正
三
二
・
三
九
六
ａ
）
に
「
経
部
師
説
、
如
汝
受

用
施
主
施
物
、
由
二
受
者
功
徳
一
被
一
一
利
益
一
故
、
施
主
雌
し
在
一
一
異
心
『
由
一
一
前
施
作
意
顯
習
↓
相
続
次
第
転
勝
、
由
一
一
此
勝
一
故
、
能
生
一
一
未
来
随
多

少
報
『
依
一
一
此
相
続
《
説
二
施
主
功
徳
生
長
一
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
論
事
セ
ノ
五
に
経
部
説
と
し
て
「
受
用
所
成
の
福
は
増
長
す
」
令
胃
巨
５
‐

鴨
日
当
四
目
冒
引
四
目
ぐ
息
曾
四
ｓ
と
あ
る
の
も
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。
同
じ
く
論
事
一
五
ノ
ー
に
「
業
と
業
の
集
積
と
は
異
る
。
」
（
四
割
四
日

厨
日
日
四
目
騨
引
○
盲
目
白
目
四
○
昌
○
）
と
し
て
業
の
異
熟
は
心
不
相
応
、
無
記
、
無
所
縁
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
も
、
業
の
習
慣
力
が
潜
在

的
に
種
子
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

匹I



前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
説
一
切
有
部
と
し
て
は
、
習
慣
力
と
し
て
の
無
表
業
は
身
業
、
語
業
だ
け
に
設
け
ら
れ
、
意
業
に
は
善
悪

と
も
に
無
表
を
説
く
こ
と
が
な
い
。
と
く
に
善
の
意
業
の
習
慣
力
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
不
善
の
意
業
の
習
慣
力
は
善
の

意
業
の
習
慣
力
と
同
じ
く
、
素
質
ま
た
は
性
格
と
し
て
残
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
＄
不
善
の
場
合
は
煩
悩
と
云
わ
れ
る
も
の
と
同
じ

で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
悪
不
善
の
身
業
、
語
業
の
習
慣
力
で
あ
る
悪
癖
（
不
律
儀
）
も
こ
れ
を
精
神
的
に

見
れ
ば
煩
悩
と
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
意
業
の
習
慣
力
の
方
が
む
し
ろ
煩
悩
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
習
慣
力
と
し
て
の

悪
不
善
の
意
業
は
煩
悩
と
な
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
業
と
煩
悩
と
は
別
物
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
佛
教
の

教
理
学
説
で
は
、
一
般
に
煩
悩
は
業
と
は
明
確
に
区
別
し
て
説
か
れ
る
け
れ
ど
も
、
右
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
煩
悩
と
業

の
区
別
は
必
ず
し
も
明
確
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
区
別
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
こ
の
両
者
の
異
同
を
考
察
す
る
前
に
、
ま
ず
煩
悩
に
つ
い
て
一
応
簡
単
に
眺
め
て
見
た
い
。
倶
舎
論
の
随
眠
品
に
よ
れ
ば
、

業
に
関
す
る
若
干
の
考
察
一
五

⑤
経
部
師
の
色
心
互
窯
説
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
摂
大
乗
論
無
性
釈
巻
三
（
大
正
一
三
・
三
九
六
ｂ
）
に
「
復
有
二
執
者
↓
謂
経
部
師
作
二
如
レ
是
執
《

色
心
無
間
生
者
、
謂
色
心
前
後
次
第
相
続
生
云
食
」
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
成
唯
識
論
巻
一
二
（
大
正
三
一
・
一
三
ａ
）
で
「
経
部
師
等
因
果
相
続

理
亦
不
レ
成
、
彼
不
レ
許
下
有
一
一
阿
頼
耶
識
一
能
持
上
レ
種
故
」
と
あ
る
の
を
説
明
し
て
成
唯
識
論
述
記
巻
三
末
（
大
正
四
三
・
三
四
○
ｃ
）
で
は
「
既

見
二
（
経
部
）
上
座
被
》
徴
、
便
日
、
雌
示
無
二
去
来
一
不
し
同
一
一
一
切
有
↓
生
滅
異
世
不
上
し
同
二
上
座
師
弐
而
色
心
中
諸
功
能
用
即
名
一
種
子
《
前
生
後
滅

如
二
大
乗
等
《
為
一
一
因
果
性
一
相
続
不
断
甚
為
二
勝
義
↓
今
破
レ
之
言
、
理
亦
不
レ
成
、
彼
不
し
許
し
有
二
阿
頼
耶
一
故
、
…
…
経
部
所
説
持
レ
種
色
心
、
不

し
能
し
持
レ
種
、
非
一
一
第
八
一
故
：
…
過
未
無
体
及
無
一
一
本
識
『
於
二
無
色
界
弐
色
久
時
断
、
入
二
無
心
一
時
、
心
久
時
減
、
何
法
持
レ
種
、
得
し
為
一
一
因
果
↓

因
果
既
断
、
名
為
し
不
し
然
、
彼
不
し
許
し
有
二
第
八
識
一
故
」
と
し
て
色
心
互
雲
説
の
不
合
理
を
指
摘
し
て
い
る
。

三
煩
悩
と
業
に
つ
い
て



そ
の
最
初
に
「
世
間
は
皆
な
業
に
由
り
て
生
ず
。
業
は
随
眠
に
由
り
て
ま
さ
に
生
長
す
る
こ
と
を
得
。
随
眠
を
離
れ
て
は
有
を
感
ず
る

①

能
な
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
随
眠
は
業
の
原
動
力
ま
た
は
業
が
完
成
す
る
た
め
の
助
縁
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
こ
れ
は
十
二
縁
起
支
に
お
い
て

癖
明
一
蓉
川
鋤
詫
岬
鋤
僻
一
一
因
（
過
去
二
因
）

識
・
名
色
等
の
五
支
・
・
…
・
…
…
果
（
現
在
五
果
）

と
さ
れ
て
い
る
場
合
の
無
明
を
煩
悩
と
し
行
を
業
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
点
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
煩
悩
は
業
に
対
す
る
間
接
的
な
助
縁
で
あ
り
、
業
は
因
果
関
係
に
お
け
る
直
接
的
な
親
因
を
な
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は

煩
悩
と
業
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
十
二
縁
起
の
後
分
に
お
い
て
、
愛
、
取
、
有
の
三
支
は
現
在
の
三
因
と

さ
れ
、
生
、
老
死
の
二
支
は
未
来
の
二
果
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
中
の
愛
、
取
、
有
に
つ
い
て
、
ａ
愛
、
収
の
二
支
を
煩
悩
と
し
、
有
を

業
と
す
る
説
、
ｂ
愛
だ
け
が
煩
悩
で
あ
り
、
取
と
有
は
業
で
あ
る
と
す
る
説
、
ｃ
愛
、
取
、
有
の
三
支
は
と
も
に
業
と
す
る
説
、
の
三

種
が
考
え
ら
れ
る
。
ａ
は
倶
舎
諭
等
に
お
け
る
伝
統
的
な
説
で
あ
り
、
ｂ
は
取
を
取
捨
選
択
の
実
際
行
動
と
し
て
の
身
業
、
語
業
と
見

ら
れ
る
か
ら
業
に
含
め
る
も
の
で
あ
る
。
ａ
、
ｂ
の
立
場
に
つ
い
て
は
第
二
節
の
注
①
に
説
明
し
た
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ｃ
と
し

て
愛
支
は
愛
憎
の
念
と
し
て
の
意
業
で
あ
り
、
取
支
は
愛
憎
の
念
の
後
に
生
ず
る
取
捨
奪
殺
等
の
身
業
、
語
業
に
よ
る
実
際
行
動
で
あ

り
、
有
支
は
現
行
と
し
て
の
実
際
行
動
の
後
に
生
ず
る
行
為
の
習
慣
的
余
力
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
前
に
述
や
へ
た
業
の
三
段
階

に
対
応
し
て
愛
、
取
、
有
の
三
支
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
こ
の
三
支
は
す
べ
て
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
愛
と
取
は
煩
悩
と
す
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
業
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
も
煩
悩
と
業
の

一
一
、

｜
エ
ノ



と
こ
ろ
で
説
一
切
有
部
や
職
伽
行
派
等
で
は
、
根
本
煩
悩
と
し
て
負
、
順
、
痴
（
無
明
）
↑
慢
、
疑
、
見
（
身
見
、
辺
見
、
邪
見
、

見
取
、
戒
禁
取
の
五
見
）
の
六
つ
（
ま
た
は
十
種
）
を
挙
げ
る
が
、
こ
の
中
で
、
負
、
愼
、
邪
見
（
見
に
含
ま
れ
る
）
の
三
つ
は
十
不

善
業
の
中
に
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
三
つ
は
十
不
善
業
に
お
い
て
は
意
芙
と
し
て
業
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

根
本
煩
悩
に
お
い
て
は
、
負
、
順
、
邪
見
は
煩
悩
と
さ
れ
て
業
と
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
三
つ
は
業
と
も
煩
悩
と
も
さ
れ
て
い

も
っ
と
も
経
部
が
説
く
よ
う
に
、
煩
悩
と
い
う
時
に
は
随
眠
と
い
う
潜
在
的
の
種
子
を
指
し
、
業
と
い
う
時
に
は
現
行
と
し
て
顕
在

す
る
も
の
と
見
れ
ば
、
一
応
両
者
の
区
別
は
つ
く
こ
と
に
も
な
る
。
し
か
し
諸
経
論
で
は
そ
の
よ
う
な
明
確
な
区
別
は
な
さ
れ
て
い
な

い
。
と
に
か
く
説
一
切
有
部
等
で
は
身
業
、
語
業
に
お
い
て
は
、
顕
在
的
な
現
行
と
し
て
の
表
業
と
そ
の
習
慣
的
余
力
と
し
て
潜
在
す

る
無
表
業
の
区
別
を
立
て
て
い
る
が
、
意
業
に
つ
い
て
は
顕
在
と
潜
在
の
区
別
を
設
け
ず
、
時
に
は
こ
れ
を
業
と
し
、
時
に
は
煩
悩
や

随
眠
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
概
し
て
い
え
ば
随
眠
は
潜
在
的
の
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
説
一
切
有
部
で
は
随
眠
煩
悩

業
に
関
す
る
若
干
の
考
察
一
七

と
こ
ろ
で
煩
悩
に
つ
い
て
も
、
部
派
に
よ
っ
て
異
説
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
説
一
切
有
部
に
よ
れ
ば
、
煩
悩
（
匡
の
蟹
）
は
随
眠
（
四
目
］
轡
冨
）

と
も
い
わ
れ
、
そ
れ
は
心
所
法
（
心
の
属
性
）
で
あ
っ
て
、
心
と
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
経
部
で
は
、
随
眠

は
心
相
応
で
も
心
不
相
応
で
も
な
く
、
煩
悩
の
眠
っ
て
い
る
位
を
随
眠
と
い
い
、
煩
悩
が
目
覚
め
て
い
る
位
を
纒
令
胃
冨
ぐ
閉
普
目
四
）

②

と
い
う
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
煩
悩
が
目
覚
め
、
現
行
と
し
て
作
用
す
る
場
合
は
こ
れ
を
纒
と
い
い
、
煩
悩
が
眠
り
、
現
行
の
余
力

と
し
て
潜
在
し
て
い
る
の
を
随
眠
と
い
う
と
さ
れ
る
。
経
部
に
よ
れ
ば
、
随
眠
は
種
子
と
し
て
潜
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

る
0

不
明
確
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。



も
不
善
の
意
業
も
と
も
に
心
所
法
と
さ
れ
、
顕
在
的
に
他
の
心
心
所
と
相
応
す
る
と
さ
れ
る
か
ら
、
両
者
の
区
別
は
認
め
ら
れ
な
い
こ

と
に
な
る
。
た
だ
煩
悩
と
い
う
時
に
は
負
、
眼
、
邪
見
等
の
一
々
の
心
所
法
を
指
し
、
そ
れ
ら
を
意
業
と
す
る
時
に
は
煩
悩
に
相
応
す

る
思
（
意
思
）
を
中
心
と
し
て
考
え
る
と
い
う
区
別
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
両
者
と
も
心
心
所
と
し
て
の
内
容
は
同
じ
も
の

で
あ
る
。
た
だ
同
一
内
容
の
心
心
所
に
対
し
て
、
こ
れ
を
煩
悩
と
い
う
時
に
は
負
等
を
表
に
出
し
て
考
え
、
業
と
い
う
時
に
は
思
を
中

心
と
し
て
考
え
る
と
い
う
相
違
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
こ
に
顕
在
、
潜
在
の
区
別
を
設
け
る
と
す
れ
ば
、
顕
在
の
場
合
は
現
行
と
し
て
の
心
所
で
あ
り
、
潜
在
の
場
合
に
は
経
部

や
爺
伽
行
派
に
従
っ
て
こ
れ
を
種
子
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
爺
伽
行
派
で
は
煩
悩
に
つ
い
て
顕
在
、
潜
在
の
区
別
を
立
て

ず
、
煩
悩
は
す
べ
て
こ
れ
を
心
所
法
と
し
て
顕
在
的
に
見
て
い
る
。
ま
た
。
ハ
ー
リ
佛
教
の
よ
う
に
、
身
業
、
語
業
を
も
精
神
的
な
も
の

と
す
る
場
合
に
も
、
そ
こ
に
も
顕
在
、
潜
在
の
区
別
は
、
意
業
の
場
合
と
同
じ
く
存
在
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
パ
ー
リ
佛
教
で
は
煩

悩
を
す
べ
て
不
善
と
な
し
、
説
一
切
有
部
や
球
伽
行
派
の
よ
う
に
、
不
善
煩
悩
の
ほ
か
に
有
覆
無
記
の
煩
悩
を
立
て
る
こ
と
が
な
い
。

有
覆
無
記
と
い
う
時
に
は
、
顕
在
す
る
現
行
よ
り
も
、
む
し
ろ
潜
在
す
る
場
合
を
意
味
す
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
さ
ら
に
煩
悩
を
漏
（
削
国
ぐ
ゅ
）
と
し
て
見
る
場
合
に
は
↑
輪
廻
界
に
あ
る
三
界
の
世
間
的
の
も
の
は
、
不
善
や
有
覆
無
記
に

属
す
る
煩
悩
だ
け
で
な
く
、
善
や
無
覆
無
記
の
も
の
も
す
べ
て
有
漏
（
閏
閏
四
ぐ
四
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
、
有
漏
の
善
や
無
覆
無
記
の

中
に
も
や
は
り
漏
と
し
て
の
煩
悩
が
そ
の
奥
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
の
漏
は
も
ち
ろ
ん
潜
在
的
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
唯
識
学
的
に
い
え
ば
、
善
や
無
覆
無
記
の
基
礎
に
も
、
几
夫
で
あ
る
か
ぎ
り
は
自
我
中
心
の
末
那
識
が
存
在
し
、
常
に
我
見
、

我
慢
、
我
愛
、
我
痴
の
煩
悩
が
潜
在
支
配
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
三
界
世
間
の
も
の
は
善
で
も
不
善
で
も
無
記

で
も
、
す
奇
へ
て
有
漏
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

八



と
こ
ろ
が
さ
ら
に
厳
密
に
い
え
ば
、
無
漏
の
出
世
間
と
い
わ
れ
る
も
の
で
も
、
一
切
の
煩
悩
を
断
尽
し
た
漏
尽
の
阿
羅
漢
で
な
い
か

ぎ
り
、
有
学
の
聖
者
に
も
な
お
多
少
の
煩
悩
が
可
能
性
と
し
て
は
潜
在
的
に
残
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
阿
羅
漢
果
を
得
る
ま

で
は
阿
那
含
の
聖
者
に
は
色
貧
、
無
色
負
、
棹
挙
‐
慢
、
無
明
と
い
う
五
上
分
結
の
煩
悩
が
残
存
す
る
と
さ
れ
、
阿
那
含
果
以
前
の
聖

者
に
は
さ
ら
に
欲
貧
、
瞑
志
等
の
欲
界
の
煩
悩
も
残
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
琉
伽
行
派
の
唯
識
教
学
に
お
い
て
は
、
菩
薩
十
地
の

聖
位
に
お
い
て
、
諸
八
識
に
存
在
す
る
倶
生
起
や
分
別
起
に
属
す
る
煩
悩
障
、
所
知
障
の
諸
煩
悩
の
現
行
ま
た
は
可
能
性
と
し
て
の
種

子
や
習
気
が
い
か
に
断
除
さ
れ
る
か
が
詳
細
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
無
漏
の
聖
者
に
も
究
寛
位
に
達
し
な
い
か
ぎ
り
、
多

少
に
か
か
わ
ら
ず
何
等
か
の
形
で
煩
悩
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
聖
者
で
も
ま
だ
不
完
全
な
間
は
、
末
那
識
が
存
在
し
て
自
我
中
心
の
煩
悩
は
去
ら
ず
、
潜
在
的
に
は
漏
と
し
て
の
煩
悩
が

残
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
の
漏
は
顕
在
的
な
現
行
と
し
て
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
も
は
や
業
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い

て
あ
ろ
う
。
潜
在
的
煩
悩
が
顕
現
す
る
可
能
性
が
あ
る
間
は
そ
れ
を
業
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
も
は
や
現
行
と
し
て
顕

現
す
る
こ
と
の
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
煩
悩
は
業
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
は
煩
悩
と
業
と
の
区
別
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。

②①注

倶
舎
論
巻
一
九
（
大
正
二
九
・
九
八
ｂ
）
世
別
皆
由
レ
業
生
、
業
由
二
随
眠
一
方
得
二
生
長
《
離
二
随
眠
一
業
無
二
感
し
有
能
↓

倶
舎
論
巻
一
九
（
大
正
二
九
・
九
九
ａ
）
経
部
師
所
レ
説
最
善
、
経
部
於
レ
此
、
所
レ
説
如
何
、
彼
説
二
欲
負
之
随
眠
義
《
然
随
眠
体
、
非
一
一
心
相

応
《
非
一
一
不
相
応
↓
無
二
別
物
一
故
、
煩
悩
睡
位
説
名
二
随
眠
↓
於
二
覚
位
中
↓
即
名
為
し
纒
故
、
何
名
為
し
睡
、
謂
不
一
一
現
行
一
種
子
随
逐
、
何
名
為
し
覚
、

謂
諸
煩
悩
現
起
纒
レ
心
、
何
等
名
為
二
煩
悩
種
子
『
謂
自
体
上
差
別
功
能
、
従
二
煩
悩
一
生
能
生
一
一
煩
悩
一
云
を
。

業
に
関
す
る
若
干
の
考
察

一
九



業
は
善
、
悪
、
無
記
の
三
性
の
上
か
ら
見
れ
ば
、
善
や
不
善
な
ど
の
よ
う
に
、
そ
の
報
果
を
引
く
有
記
の
も
の
が
業
と
し
て
の
本
来

の
も
の
で
あ
ろ
う
。
無
記
業
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
習
慣
力
と
し
て
の
身
・
語
の
無
表
に
も
、
律
儀
、
不
律
儀
と
し
て
の
善
悪
業

の
ほ
か
に
、
無
記
業
と
し
て
の
処
中
無
表
（
非
律
儀
、
非
不
律
儀
）
も
立
て
ら
れ
る
。
こ
れ
は
善
悪
の
意
思
な
く
し
て
無
意
識
的
に
な

さ
れ
た
行
為
が
習
慣
力
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
無
表
を
立
て
な
い
パ
ー
リ
佛
教
で
は
、
既
有
業
（
農
○
巴
‐
冨
目
日
騨
）
と
し
て
、
報
を

弓
く
こ
と
の
な
い
無
記
的
な
弱
い
業
を
立
て
て
い
る
が
、
こ
れ
は
処
中
無
表
と
は
違
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
報
果
に
関
係
の
な

い
点
で
は
、
両
者
は
多
少
類
似
す
る
と
も
見
ら
れ
る
。

さ
て
善
、
悪
、
無
記
の
三
種
の
業
の
中
で
、
善
業
は
こ
れ
を
有
漏
の
善
業
と
無
漏
の
善
業
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
有
漏
の
善
業

に
は
、
欲
界
的
な
人
天
の
福
報
を
引
く
も
の
と
、
色
界
や
無
色
界
の
す
ぐ
れ
た
福
報
を
引
く
も
の
と
が
あ
る
。
次
に
出
世
間
の
無
漏
の

善
業
は
三
界
の
報
果
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
阿
含
経
以
来
、
有
漏
無
漏
の
善
悪
の
業
を
四
種
業
と
し
て
説
い
て
い
る
。
そ
れ
は

言
黒
黒
異
熟
業
（
黒
業
に
し
て
黒
の
異
熟
あ
る
も
の
）

二
、
白
白
異
熟
業
（
白
業
に
し
て
白
の
異
熟
あ
る
も
の
）

三
、
黒
白
黒
白
異
熟
業
（
黒
白
業
に
‐
し
て
黒
白
の
異
熟
あ
る
も
の
）

四
、
ａ
、
非
黒
非
白
無
異
熟
業
能
尽
諸
業
（
非
黒
非
白
の
業
に
し
て
異
熟
な
く
、
よ
く
諸
業
を
尽
く
す
も
の
）

ｂ
、
非
黒
非
白
非
黒
非
白
異
熟
業
能
尽
諸
業
（
非
黒
非
白
の
業
に
し
て
非
黒
非
白
の
異
熟
あ
り
、
よ
く
諸
業
を
尽
く
す
も
の
）

で
あ
る
。
こ
の
中
、
第
一
の
黒
黒
異
熟
業
は
地
獄
等
の
悪
趣
に
生
ず
る
不
善
業
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
善
業
が
な
く
不
善
業
の
み
が
あ

四
無
漏
業
に
つ
い
て

二
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る
か
ら
、
不
善
の
報
果
の
み
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
第
二
の
白
白
異
熟
業
は
色
界
天
等
に
生
ず
る
善
業
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
善
業
の

み
あ
っ
て
不
善
業
は
な
く
、
善
の
報
果
の
み
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
善
業
を
不
動
業
と
も
い
う
。
第
三
の
黒
白
黒
白
異
熟
業
は
欲
界

善
趣
と
し
て
の
人
間
や
天
上
に
生
ず
る
業
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
不
善
と
善
と
の
諸
業
が
混
在
し
、
そ
の
報
果
と
し
て
も
善
と
不
善
の
異

熟
を
と
も
に
受
け
る
の
で
あ
る
。
以
上
三
種
の
業
は
す
べ
て
三
界
世
間
に
属
す
る
有
漏
の
も
の
で
あ
る
か
ら
有
洞
業
と
さ
れ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
第
四
の
業
は
出
世
間
の
無
漏
業
に
属
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
無
漏
業
に
関
し
て
は
、
部
派
に
よ
っ
て
そ
の
名
称
が
一

様
で
な
い
。
右
の
表
で
第
四
業
に
ａ
と
ｈ
の
区
別
を
掲
げ
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
ａ
の
名
称
を
用
い
て
い
る
の
は
説
一
切
有
部
お
よ
び

そ
の
系
統
の
も
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
中
阿
含
二
一
の
達
梵
行
経
、
集
異
門
論
、
大
毘
婆
沙
諭
、
雑
阿
毘
曇
心
諭
、
倶
舎
論
、
成
実

①

論
、
蹴
伽
師
地
論
等
に
説
か
れ
て
い
る
の
は
そ
れ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
第
四
業
を
「
非
黒
非
白
無
異
熟
業
能
尽
諸
業
」
（
鳥
堀
箇
目
‐

鼠
自
国
四
目
鼬
ご
巷
巴
３
日
富
Ｈ
日
幽
冨
儲
目
幽
爾
葛
身
創
函
昌
ぐ
胃
冨
前
）
と
し
て
い
る
。
次
に
ｂ
に
属
す
る
も
の
は
パ
ー
リ
佛
教
（
南
方
上

座
部
）
と
法
蔵
部
お
よ
び
そ
の
影
響
を
受
け
た
大
乗
佛
教
等
の
も
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
長
部
三
三
の
等
訶
経
、
中
部
五
七
の
狗
行
者

経
、
贈
支
部
四
、
二
三
一
’
二
三
六
の
諸
経
、
法
蔵
部
所
属
と
考
え
ら
れ
る
舎
利
弗
阿
毘
曇
論
、
法
蔵
部
の
影
響
が
見
ら
れ
る
大
般
若②

経
と
か
大
乗
浬
藥
経
と
か
の
も
の
が
そ
れ
で
あ
り
、
さ
ら
に
中
阿
含
達
梵
行
経
の
異
訳
、
安
世
高
訳
の
漏
分
布
経
も
こ
の
立
場
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
第
四
業
を
「
非
黒
非
白
非
黒
非
白
異
熟
業
、
能
尽
諸
業
」
（
鳥
目
園
目
色
⑳
巳
《
冨
昌
⑳
冨
口
ｇ
‐
儲
巨
匡
畠
急
制
冨
昌
冨
日
日
幻
日

』
臼
日
日
四
戸
丙
丘
ゆ
く
倒
胃
凹
閨
目
ぐ
鼻
冒
は
）
と
し
て
い
る
。

こ
の
ａ
と
ｂ
の
両
者
は
と
も
に
無
漏
業
で
あ
る
が
、
ａ
で
は
無
漏
業
は
無
異
熟
業
（
沙
ぐ
ぢ
巴
畠
Ｉ
冨
罵
目
Ｐ
）
で
あ
っ
て
、
報
果
を
引
く

こ
と
が
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ｂ
で
は
、
無
漏
業
は
非
黒
非
白
異
熟
業
（
己
鼻
筥
幽
‐
鼠
自
国
四
‐
急
凰
冒
‐
冨
埼
目
騨
）
で
無
漏
の
報

果
を
引
く
有
異
熟
業
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
パ
ー
リ
佛
教
に
よ
れ
ば
、
無
漏
業
は
須
陀
疸
道
、
斯
陀
含
道
、
阿
那
含
道
、
阿
羅
漢
道

業
に
関
す
る
若
干
の
考
察
二
一



の
四
道
（
四
向
）
の
無
漏
善
思
で
あ
っ
て
、
そ
の
報
果
と
し
て
須
陀
疸
果
乃
至
阿
羅
漢
果
と
い
う
四
果
の
無
漏
異
熟
が
得
ら
れ
る
と
し
て

い
る
。
つ
ま
り
出
世
間
の
無
漏
に
異
熟
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
大
般
若
巻
三
八
二
で
は
非
黒
非
白
の
異
熟
と
し
て
、
預
流
果
、

③

一
来
果
、
不
還
果
、
阿
羅
漢
果
か
ら
、
さ
ら
に
独
覚
菩
提
Ｙ
無
上
正
等
菩
提
ま
で
そ
の
報
果
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。

以
上
ａ
と
ｂ
は
無
漏
業
に
異
熟
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
相
違
で
あ
っ
て
、
ａ
の
立
場
に
立
つ
説
一
切
有
部
の
系
統
で
は
、
異
熟
の

概
念
を
三
界
世
間
の
み
に
用
い
、
無
漏
出
世
間
に
は
異
熟
が
な
く
、
従
っ
て
無
漏
の
異
熟
果
を
認
め
な
い
こ
と
に
な
る
。
説
一
切
有
部

が
出
世
間
に
異
熟
果
が
な
い
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
倶
舎
論
巻
六
に
よ
れ
ば
、
「
唯
だ
諸
の
不
善
及
び
善
の
有
漏
の
み
が

是
れ
異
熟
因
な
り
、
異
熟
法
（
ぐ
ぢ
倒
冨
‐
Ｑ
丘
胃
日
⑳
）
な
る
が
故
に
」
と
か
、
「
何
縁
に
て
無
漏
は
異
熟
を
招
か
ざ
る
や
。
愛
潤
な
き
が

④

故
に
。
貞
実
の
種
に
水
の
潤
沃
な
き
が
如
し
」
と
か
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
無
漏
出
世
間
に
異
熟
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う

こ
と
は
、
異
熟
の
概
念
が
相
違
す
る
た
め
で
あ
っ
て
、
四
向
四
果
等
の
内
容
に
つ
い
て
は
異
同
は
な
い
と
い
え
る
。

⑤

。
〈
－
リ
増
支
部
四
集
二
三
五
経
で
は
無
漏
業
を
八
正
道
と
し
、
回
一
三
六
経
で
は
無
漏
業
を
七
覚
支
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
ま
た

⑥

舎
利
弗
阿
毘
曇
論
で
は
無
漏
の
八
正
道
に
は
報
果
が
あ
る
と
し
て
無
漏
の
異
熟
を
認
め
て
い
る
。
無
漏
業
が
三
界
有
漏
の
諸
業
を
滅
尽

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ａ
と
ｂ
の
場
合
と
も
同
じ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
無
漏
の
善
業
は
有
学
の
聖
者
だ
け
に
あ
る
の
か
、
無
学
阿
羅
漢
に
も
存
在
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
諸
部
派
の
説
は
必
ず
し

も
明
確
で
は
な
い
。
説
一
切
有
部
に
よ
れ
ば
、
無
漏
善
は
有
学
、
無
学
の
両
者
を
含
む
と
さ
れ
、
し
か
も
四
向
四
果
は
す
べ
て
無
漏
善

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
右
の
四
種
業
に
お
け
る
第
四
無
漏
業
は
、
説
一
切
有
部
に
よ
れ
ば
有
学
の
十
七
思
と
さ
れ
る
。
そ
れ

は
黒
業
を
断
ず
る
十
二
思
（
見
道
の
四
法
忍
と
離
欲
の
八
無
間
道
と
相
応
す
る
思
）
、
白
業
を
断
ず
る
四
思
（
四
禅
の
第
九
無
間
道
と
相

応
す
る
思
）
；
黒
白
業
を
断
ず
る
一
思
（
離
欲
の
第
九
無
間
道
と
相
応
す
る
思
）
で
あ
る
。
し
か
し
有
部
系
統
で
は
異
説
も
あ
っ
た
よ
う

二

二



次
に
パ
ー
リ
佛
教
で
は
阿
羅
漢
が
世
間
三
界
に
遊
戯
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
心
は
善
で
も
悪
で
も
な
く
、
善
悪
を
超
え
た
唯
作
無
記

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
唯
作
（
酉
国
司
）
と
は
作
用
の
み
（
冨
国
目
‐
目
鼻
３
）
を
意
味
し
、
佛
や
阿
羅
瀧
の
活
動
は
報
果
を
求
め
る

こ
と
な
く
、
慈
悲
に
よ
る
空
無
所
得
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
純
粋
無
記
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
唯
作
と
呼
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
実
際

に
は
凡
夫
の
有
漏
善
よ
り
も
、
有
学
の
無
漏
善
よ
り
も
、
は
る
か
に
す
ぐ
れ
た
最
高
の
至
善
と
い
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味

の
唯
作
の
名
称
や
概
念
は
他
の
部
派
に
も
大
乗
佛
教
で
も
見
ら
れ
な
い
。
ハ
ー
リ
佛
教
独
特
の
も
の
で
あ
る
。

な
お
諭
伽
師
地
諭
で
は
第
四
の
無
漏
業
を
「
非
黒
非
白
無
異
熟
業
能
尽
諸
業
」
と
し
て
い
る
た
め
に
、
説
一
切
有
部
と
同
じ
く
ａ
の

中
に
含
め
た
が
、
梵
文
の
爺
伽
師
地
論
で
は
こ
の
第
四
業
を
農
忌
箇
日
患
自
国
四
‐
ぐ
ぢ
鼻
幽
昌
冨
Ｈ
ｇ
四
冨
叶
白
鳥
笛
箇
冒
の
四
目
ぐ
閏
苗
尉

⑧

（
非
黒
非
白
異
熟
業
能
尽
諸
業
）
と
し
て
い
る
。
梵
文
に
よ
る
か
ぎ
り
無
漏
の
異
熟
を
認
め
る
ｂ
の
立
場
と
な
る
。
こ
れ
は
何
れ
が
正

し
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
原
本
が
梵
文
の
通
り
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
玄
英
は
説
一
切
有
部
の
第
四
業
の
影
響
で
ａ
の
立
場
に
変
え
て

訳
し
た
と
い
』
フ
こ
と
に
な
る
。

な
い
で
あ
る
岩
フ
。

⑦

で
あ
る
。
と
に
か
く
有
学
の
無
漏
善
業
だ
け
が
第
四
業
と
さ
れ
、
無
学
の
善
業
は
含
ま
れ
な
い
と
見
ら
れ
る
。
無
学
は
す
で
に
す
べ
て

の
有
漏
業
を
断
じ
尽
く
し
て
い
る
か
ら
無
学
の
無
漏
業
は
能
尽
諸
業
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
・
ハ
ー
リ
佛
教
に
よ
れ
ば
、
出
世
間
の
無

堀
善
は
四
向
だ
け
に
あ
っ
て
、
四
果
は
無
漏
の
異
熟
と
し
て
の
無
記
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
四
種
業
中
の
第
四
無
漏
業
は
四
向
だ

け
に
あ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
有
学
の
思
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
で
は
。
〈
－
リ
説
と
説
一
切
有
部
の
説
は
内
容
的
に
は
異
な
ら

こ
れ
に
関
連
し
て
興
味
深
い
の
は
、
．
、
／
－
リ
増
支
部
を
和
訳
さ
れ
た
荻
原
雲
来
博
士
は
、
増
支
部
四
集
三
一
二
’
二
三
六
の
諸
経
に

お
け
る
第
四
業
を
、
原
文
に
は
巴
畠
呂
閏
巨
陽
一
〕
匡
国
昌
四
冨
口
目
‐
開
房
冨
ぐ
ぢ
鴬
、
目
冨
白
目
：
〕
厨
日
日
鳥
昏
四
乱
冒
３
日
く
四
＃
鼻
一

業
に
関
す
る
若
干
の
考
察
二
三



と
あ
る
の
を
、
南
伝
大
韮

⑨

れ
て
い
る
。
恐
ら
く
倶
〈

ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
で
は
職
伽
行
派
の
立
場
と
し
て
は
無
漏
の
異
熟
を
認
め
る
の
か
認
め
な
い
の
か
に
よ
っ
て
、
何
れ
が
正
し
い
か
が
判
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
明
確
に
説
か
れ
て
い
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
例
え
ば
諭
伽
行
派
で
は
異
熟
識
と
し

て
の
第
八
識
を
無
漏
の
聖
者
に
も
認
め
て
い
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
無
漏
の
異
熟
が
琉
伽
行
派
で
説
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
第
八
識
が
異

熟
識
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
有
漏
世
間
の
凡
夫
時
代
か
ら
菩
薩
十
地
の
無
漏
の
聖
者
に
ま
で
及
び
、
佛
位
に
入
っ
て
は
じ
め
て
異
熱
誠
は

阿
摩
羅
識
と
い
う
純
粋
無
漏
の
も
の
と
な
る
。
こ
の
点
で
無
漏
業
は
琉
伽
行
派
で
は
他
の
部
派
の
場
合
と
同
じ
く
有
学
（
ま
た
は
十
地
）

の
聖
者
の
善
業
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
異
熟
識
と
い
う
無
漏
の
第
八
識
が
得
ら
れ
る
と
い
う
ｂ
説
の
立
場
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

注①
中
阿
含
一
二
、
達
梵
行
経
（
大
正
一
・
六
○
○
ａ
）
、
集
異
門
論
巻
八
（
大
正
二
六
・
三
九
八
ｂ
以
下
）
、
大
毘
婆
沙
論
巻
二
四
（
大
正
二

七
・
五
九
一
ｂ
）
、
雑
阿
毘
曇
心
論
巻
三
（
大
正
二
八
・
八
九
六
ｂ
）
、
倶
舎
論
巻
一
六
（
大
正
二
九
・
八
三
ｂ
以
下
）
、
牌
ｇ
筐
冒
吋
目
農
○
蟹
‐

ｇ
恩
恵
や
鴎
、
成
実
論
巻
八
（
大
正
三
二
。
二
九
九
ｂ
以
下
）
、
琉
伽
師
地
論
巻
九
、
巻
九
○
（
大
正
三
○
・
三
一
九
ｂ
、
八
○
七
ｃ
）
、

倒
○
渦
３
３
匡
日
目
営
や
岳
Ｐ

②
長
部
三
三
等
詞
経
曾
侭
冒
‐
ゅ
ロ
茸
曽
〕
前
↑
（
己
昌
や
麗
ｅ
、
中
部
五
七
狗
行
者
経
嵐
巨
嶌
胃
四
罰
鼻
時
“
‐
目
詐
四
国
３
（
旨
目
）
．
窓
目
・
）
、
増
支

部
四
、
二
三
一
’
二
三
六
（
Ｐ
ご
弔
麗
（
屋
）
、
舎
利
弗
阿
毘
曇
論
巻
七
（
大
正
二
八
・
五
八
二
ｂ
以
下
）
、
大
般
若
経
巻
三
八
二
（
大
正
六
・

九
七
九
Ｃ
以
下
）
、
大
乗
浬
梁
経
北
本
巻
三
七
（
大
正
二
一
・
五
八
五
ｂ
）
、
同
南
本
三
四
（
大
正
一
二
・
八
三
三
ａ
）
、
漏
分
布
経
（
大
正
一
・

二
四

、
、
、
、

、
南
伝
大
蔵
経
で
は
「
非
黒
非
白
に
し
て
黒
白
の
異
熟
な
く
、
能
く
諸
業
を
尽
す
業
あ
り
」
と
し
て
ａ
の
立
場
で
訳
出
さ

恐
ら
く
倶
舎
論
等
の
説
一
切
有
部
の
説
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
玄
奨
の
琉
伽
師
地
論
の
漢
訳
も
同
じ
よ
う
に
見



④
と
も
に
供
舎
論
巻
六
（
大
正
二
九
・
三
三
ａ
）
「
唯
諸
不
善
及
善
有
漏
是
異
熟
因
、
異
熟
法
故
」
、
「
何
縁
無
堀
不
レ
招
二
異
熟
『
無
一
一
愛
潤
一
故
、

如
三
貞
実
種
無
一
永
潤
沃
こ
。

⑤
缶
障
や
麗
句
（
南
伝
一
八
・
四
一
三
）
お
よ
び
シ
営
む
画
雪
（
南
伝
一
八
、
四
一
四
）

⑥
舎
利
弗
阿
毘
曇
論
巻
四
（
大
正
二
八
・
五
五
五
ｂ
）
。

⑦
倶
舎
論
巻
一
六
（
大
正
二
九
・
八
三
ｃ
）
な
お
成
実
論
巻
八
（
大
正
三
二
・
二
九
九
ｃ
）
参
照
。

③
琉
伽
師
地
論
巻
九
（
大
正
三
○
・
三
一
九
ｂ
）
閏
。
恩
。
胃
号
目
目
や
ら
Ｐ

⑨
南
伝
一
八
・
四
○
四
頁
そ
の
他
。

③
或
復
無
上
正
等
菩
提
。

八
五
三
ｂ
）
。

大
般
若
巻
三
八
二
（
大
正
六
・
九
七
九
Ｃ
以
下
）
非
黒
非
白
法
感
二
非
黒
非
白
異
熟
『
所
謂
預
流
果
、
或
一
来
果
、
或
阿
羅
漢
果
、
或
独
覚
菩
提
、

業
に
関
す
る
若
干
の
考
察

一
五


