
①

極
め
て
初
期
の
佛
教
に
お
い
て
、
業
の
思
想
は
ど
の
よ
う
な
形
態
を
も
っ
て
説
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
第
一

挙
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
の
中
の
次
の
よ
う
な
偶
で
あ
る
。

生
れ
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ
ン
な
の
で
は
な
い
。

生
れ
に
よ
っ
て
非
バ
ラ
モ
ン
な
の
で
も
な
い
。

業
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ
ン
な
の
で
あ
る
。

業
に
よ
っ
て
非
尋
ハ
ラ
モ
ン
な
の
で
あ
る
。
（
六
五
○
偶
）

業
に
よ
っ
て
農
夫
な
の
で
あ
る
。

業
に
よ
っ
て
職
人
…
。
：
商
人
…
…
奴
僕
な
の
で
あ
る
。
（
六
五
一
偶
）

業
に
よ
っ
て
盗
賊
で
も
あ
り
へ

佛
教
に
お
け
る
業
論
展
開
の
一
側
面
四
五

佛
教
に
お
け
る
業
論
展
開
の
一
側
面

Ｉ
原
始
佛
教
か
ら
ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
へ

｜
、
最
初
期
の
佛
教
に
お
け
る
業
論

舟
橋
一
哉

に



〔
彼
等
は
〕
縁
起
（
園
胃
８
”
動
目
弓
圃
目
）
を
見
る
者
で
あ
り
、

業
（
厨
日
日
鯉
口
）
と
そ
の
果
報
（
ａ
目
冨
）
と
を
熟
知
し
て
い
る
。
（
六
五
三
偶
）

周
知
の
よ
う
に
、
ス
ヅ
タ
・
ニ
・
ハ
ー
タ
は
現
存
の
経
典
の
中
で
、
最
古
の
成
立
に
属
す
る
も
の
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ

に
説
か
れ
て
い
る
佛
教
の
教
え
は
、
未
だ
体
系
的
に
組
織
化
せ
ら
れ
る
以
前
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
佛
教

の
教
義
と
し
て
重
要
な
役
目
を
荷
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
「
縁
起
」
「
業
」
「
果
報
」
と
い
う
大
切
な
言
葉
が
出
て
く
る

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
経
典
は
最
も
初
期
の
時
代
に
お
い
て
、
佛
教
は
「
業
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
知
る
上
に
お
い
て
、

見
逃
が
し
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
経
典
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
経
典
で
は
業
と
果
報
と
の
間
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
普
通
一
般
に
は
、
過
去
に
造
っ
た
業

の
報
い
と
し
て
、
善
業
に
よ
っ
て
は
楽
果
が
、
悪
業
に
よ
っ
て
は
苦
果
が
引
か
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
業
は
必
ず

時
間
的
に
前
に
あ
り
、
果
報
は
必
ず
時
間
的
に
後
に
あ
っ
て
、
果
報
が
引
か
れ
た
時
に
は
、
そ
の
果
報
を
引
く
因
と
し
て
の
業
は
す
で

に
消
滅
し
て
い
る
。
説
一
切
有
部
の
業
論
に
即
し
て
言
え
ば
、
表
業
は
勿
論
の
こ
と
、
無
表
業
も
亦
、
果
報
が
引
か
れ
た
時
に
は
過
去

へ
落
謝
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
業
と
そ
の
果
報
と
が
同
時
に
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
故
に
業
の
因
果

業
に
よ
っ
て
武
士
で
も
あ
り
、

業
に
よ
っ
て
祭
官
で
も
あ
り
、

業
に
よ
っ
て
王
で
も
あ
る
。
（
六
五
二
偶
）

賢
者
た
ち
は
こ
の
よ
う
に

こ
の
業
を
如
実
に
知
る
。

両
Ｊ
斗
」
、

、
陛
一
ノ



す
な
わ
ち
異
熟
因
・
異
熟
果
の
関
係
を
隔
時
の
因
果
と
称
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
業
も
果
報
も

同
時
に
存
在
す
る
、
と
見
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
業
論
は
、
佛
教
の
業
諭
と
し

て
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
経
典
に
お
い
て
＄
「
業
に
よ
っ
て
零
ハ
ラ
モ
ン
な
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
と
き
の
そ
の
「
業
」
と
は
、
そ
の
寺
ハ
ラ
モ
ン
が
過
去

に
造
っ
た
業
を
言
う
も
の
で
は
多
分
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
前
世
の
業
に
よ
っ
て
今
世
に
〒
〈
ラ
モ
ン
の
家
に
生

れ
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
よ
う
な
場
合
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
れ
で
は
こ
の
経
典
が
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
考
え
方

す
な
わ
ち
「
生
れ
に
よ
っ
て
零
ハ
ラ
モ
ン
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
を
認
め
る
結
果
と
も
な
る
。
そ
れ
故
に
こ
こ
に
「
業
」
と
い
わ

れ
て
い
る
の
は
、
過
去
に
造
っ
た
業
で
は
な
い
。
そ
し
て
ま
た
経
典
は
、
「
業
に
よ
っ
て
§
ハ
ラ
モ
ン
な
の
で
あ
る
」
の
は
、
あ
た
か
も

「
業
に
よ
っ
て
農
夫
・
職
人
・
商
人
…
…
な
の
で
あ
る
」
の
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
農
夫
等
に
つ
い
て
「
業
」
を
語
る
と
き
、

そ
の
「
業
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
同
じ
ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
の
中
に
次
の
よ
う
な
偶
が
あ
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
る

そ
の
「
業
」
ｗ

必
要
が
あ
る
。

バ
ー
セ
ッ
タ
よ
、
こ
の
よ
う
で
あ
る
と
知
れ
。
（
六
二
一
偶
）

ま
た
人
び
と
の
中
で
、
種
々
の
工
巧
を
も
っ
て
生
活
を
な
す
者
は
、

す
べ
て
こ
れ
職
人
で
あ
っ
て
、

佛
教
に
お
け
る
業
諭
展
開
の
一
側
面

す
な
わ
ち
人
び
と
の
中
で
、
土
地
を
耕
し
て
生
活
を
な
す
者
は

す
べ
て
こ
れ
農
夫
で
あ
っ
て
、

バ
ラ
モ
ン
で
は
な
い
。

四
七



、
ハ
ー
セ
ッ
タ
よ
、
こ
の
よ
う
で
あ
る
と
知
れ
。
（
六
一
三
偶
）

ま
た
人
び
と
の
中
で
、
売
買
を
な
し
て
…
…
…

す
べ
て
こ
れ
商
人
で
あ
っ
て
…
：
。
…
（
六
一
四
偶
）

ま
た
人
び
と
の
中
で
、
他
人
に
仕
え
て
。
…
・
・

す
べ
て
こ
れ
奴
僕
で
あ
っ
て
…
・
・
・
（
六
一
五
偶
）

ま
た
人
び
と
の
中
で
盗
み
を
な
し
て
…
…

す
、
へ
て
こ
れ
盗
賊
で
あ
っ
て
。
…
：
（
六
一
六
偶
）

ま
た
人
び
と
の
中
で
武
術
者
と
し
て
。
：
…

す
べ
て
こ
れ
武
士
で
あ
っ
て
。
…
：
（
六
一
七
偶
）

ま
た
人
び
と
の
中
で
司
祭
者
と
し
て
：
。
…

す
べ
て
こ
れ
祭
官
で
あ
っ
て
。
…
：
（
六
一
八
偶
）

ま
た
人
び
と
の
中
で
村
や
国
を
領
有
す
る
者
は

す
今
へ
て
こ
れ
王
で
あ
っ
て
…
…
（
六
一
九
偶
）

こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
経
典
が
「
業
に
よ
っ
て
農
夫
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
、
「
『
土
地
を
耕
し
て
生
活

を
な
す
』
こ
と
に
よ
っ
て
農
夫
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
同
様
に
、
「
盗
み

を
な
し
て
生
活
を
な
す
」
こ
と
が
、
盗
賊
の
業
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
う
な
業
に
よ
っ
て
そ
の
人
は
盗
賊
と
呼
ば
れ
、
盗
賊
と
し
て
遇

詩
ハ
ラ
モ
ン
で
は
な
い
。

四
7｛
ノ、



せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る

以
上
の
論
述
に
よ
っ
て
、
こ
の
経
典
が
言
う
「
業
」
の
意
味
は
明
か
に
な
っ
た
と
思
う
が
、
そ
れ
で
は
次
に
こ
の
経
典
が
言
う
「
果

報
」
と
は
、
い
っ
た
い
何
を
指
し
て
「
果
報
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
ど
う
考
え
て
み
て
も
、
「
い
わ
ゆ
る
果
報
」
ら
し

い
も
の
は
説
か
れ
て
は
い
な
い
。
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
、
農
夫
が
農
夫
と
し
て
世
間
か
ら
認
め
ら
れ
、
農
夫
と
し
て
の
処
遇
を
受
け
る

そ
の
こ
と
以
外
に
「
果
報
」
と
言
わ
る
べ
き
も
の
は
説
か
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
い
う
こ
と
を
こ
こ
に
、
「
業
」

に
対
す
る
「
果
報
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
果
報
」
は
「
い
わ
ゆ
る
果
報
」
と
は
大
変
様
子

の
ち
が
っ
た
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
第
一
に
、
こ
の
「
果
報
」
は
業
因
と
同
時
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
果
糀
で
あ
る
。
と
い
う
よ

り
は
寧
ろ
、
業
も
果
報
も
同
じ
一
つ
の
事
実
を
指
し
て
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
一
方
か
ら
は
「
業
」
と
称
し
、
他
方
か
ら
は
「
果

報
」
と
称
す
る
、
と
言
っ
た
方
が
適
切
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
農
夫
の
場
合
で
い
う
な
ら
ば
、
耕
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
計
を
立

て
る
の
が
業
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
間
か
ら
農
夫
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
る
の
が
果
報
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
だ

か
ら
、
「
耕
作
」
の
「
業
」
が
前
で
あ
っ
て
、
「
農
夫
と
し
て
の
処
遇
」
の
「
果
報
」
は
後
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
論
理
的
な

条
件
関
係
と
し
て
は
妥
当
す
る
が
、
こ
こ
に
は
時
間
的
な
前
後
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
し
て
、
「
果
報
」
が
生
じ
た
時
に
は
「
業
」

は
す
で
に
消
滅
し
て
い
る
、
と
は
言
わ
れ
な
い
。
果
報
も
業
も
同
時
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
業
説
は
極
め
て
特
殊
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
か
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
こ

の
よ
う
な
業
説
が
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
原
始
経
典
に
お
い
て
此
の
一
経
だ
け
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
と
、
わ
た
く
し
は
そ
う
と
は
思

わ
な
い
。
・
ハ
ー
リ
相
応
部
一
二
・
三
七
（
二
巻
六
四
頁
’
六
五
頁
）
な
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
た
な
い
と
正
当
に
は
理
解
で
き
な

い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

佛
教
に
お
け
る
茉
論
展
開
の
一
側
面
四
九



比
丘
等
ょ
、
此
の
身
（
圃
冒
）
は
汝
等
の
も
の
で
も
な
い
し
、
ま
た
他
の
人
び
と
の
も
の
で
も
な
い
。
比
丘
等
よ
、
こ
れ
は
以
前

の
業
（
す
な
わ
ち
宿
業
・
古
業
も
員
習
⑳
目
録
四
日
目
四
目
）
の
、
已
に
造
作
せ
ら
れ
た
る
（
号
巨
笛
罠
丘
異
四
目
）
己
に
意
思
せ
ら
れ
た

る
（
：
目
印
§
８
冨
琶
３
日
）
已
に
感
受
せ
ら
れ
た
る
も
の
（
ぐ
且
昌
詳
四
目
）
で
あ
る
、
と
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

比
丘
等
ょ
、
こ
れ
に
つ
い
て
実
に
多
聞
の
聖
弟
子
は
ま
さ
し
く
縁
起
（
圃
腎
○
四
の
四
目
ロ
喝
創
鱒
）
を
善
く
如
理
に
思
念
す
る
。
此
れ

が
有
る
と
き
彼
れ
が
有
り
、
此
れ
が
生
ず
る
よ
り
彼
れ
が
生
ず
る
。
此
れ
が
無
い
と
き
彼
れ
が
無
く
、
此
れ
が
減
す
る
よ
り
彼
れ
が

減
す
る
。
例
え
ば
、
無
明
に
縁
っ
て
行
が
あ
り
、
行
に
縁
っ
て
識
が
あ
り
、
乃
至
、
こ
の
よ
う
に
し
て
此
処
に
全
苦
瀧
の
集
が
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
、
同
じ
無
明
の
残
り
な
き
減
よ
り
行
の
減
が
あ
り
、
行
の
減
よ
り
識
の
減
が
あ
り
、
乃
至
、
こ
の
よ
う
に
し
て
此
処

に
全
苦
瀕
の
減
が
あ
る
、
と
。

こ
の
経
典
で
は
、
「
此
の
身
は
以
前
の
業
で
あ
る
、
と
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
っ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
「
以
前
の
業
」

は
「
已
に
造
作
せ
ら
れ
」
「
已
に
意
思
せ
ら
れ
」
「
己
に
感
受
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
」
で
あ
る
、
と
い
う
。
造
作
せ
ら
れ
る
も
の

は
業
で
あ
り
、
意
思
せ
ら
れ
る
も
の
も
業
で
あ
ろ
う
か
ら
ｌ
業
の
体
は
思
（
。
①
国
風
）
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
佛
教
の
業
論
の
一
つ

の
特
色
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
業
は
思
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
意
思
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
ｌ
「
已
に
造
作
せ
ら
れ
た
業
」

「
已
に
意
思
せ
ら
れ
た
業
」
と
い
う
こ
と
は
解
る
が
、
「
此
の
身
」
が
そ
の
よ
う
な
業
で
あ
る
‐
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
す

な
お
に
は
理
解
で
き
な
い
。
そ
し
て
更
に
「
已
に
感
受
せ
ら
れ
た
」
と
い
う
の
は
、
普
通
一
般
の
言
い
方
で
は
、
「
果
報
」
に
つ
い
て

言
わ
れ
る
寺
へ
き
言
葉
で
あ
っ
て
、
「
已
に
感
受
せ
ら
れ
た
果
報
」
と
い
う
の
な
ら
ば
解
る
が
、
「
已
に
感
受
せ
ら
れ
た
以
前
の
業
‐
一
と

い
う
こ
と
は
、
理
解
し
が
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
佛
音
局
且
目
騨
‐
瞥
○
圏
）
の
註
は
、
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
身

舎
衞
城
に
住
し
た
も
う
。

五
○



こ
の
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
後
の
佛
教
学
の
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
こ
の
経
典
自
身
が
立
っ
て
い
る
初
期
の
佛
教
の
業
諭

の
立
場
か
ら
理
解
す
る
な
ら
ば
、
業
と
果
報
と
は
同
じ
事
実
の
二
面
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
此
の
身
」
は
、
後
の
佛
教
学
の
立

場
か
ら
い
え
ば
「
業
の
果
報
」
で
あ
り
、
そ
の
「
果
報
」
が
「
業
」
で
あ
る
、
と
こ
の
経
典
は
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る

と
、
さ
き
の
ス
ッ
タ
・
ニ
・
ハ
ー
タ
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
と
、
こ
の
経
典
の
言
う
て
い
る
こ
と
と
の
間
に
は
、
同
じ
考
え
方
が
見

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
こ
の
経
典
で
は
「
此
の
身
は
以
前
の
業
で
あ
る
と
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
説
か
れ
て
い
た
が
、
こ

の
「
以
前
の
業
」
と
い
う
こ
と
は
、
ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
に
は
無
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
以
前
の
業
」
は
「
古
業
」
と
も
「
宿
業
」

と
も
訳
さ
れ
て
、
過
去
に
お
い
て
造
ら
れ
た
業
の
こ
と
で
あ
る
。
此
の
身
が
そ
の
よ
う
に
し
て
過
去
に
お
い
て
造
ら
れ
た
業
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
此
の
身
が
そ
の
よ
う
な
業
に
よ
っ
て
内
容
づ
け
ら
れ
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
過
去
の
業

の
蓄
積
」
と
も
言
わ
る
、
へ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
此
の
身
」
は
他
の
い
か
な
る
者
の
身
で
も
な
い
、
ま
さ
し
く
此
の

わ
た
く
し
の
身
で
あ
っ
て
、
わ
た
く
し
の
身
で
あ
る
以
上
、
わ
た
く
し
が
過
去
に
お
い
て
造
っ
た
と
こ
ろ
の
業
が
此
の
身
に
浸
透
し
て

い
る
に
ち
が
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
わ
た
く
し
の
身
な
の
で
あ
っ
て
、
他
の
何
者
の
身
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

「
此
の
身
は
以
前
の
業
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
さ
き
の
ス
ッ
タ
・
’
一
バ
ー
タ
の
場
合
と
は
少

し
く
異
な
っ
た
面
が
出
て
く
る
。
ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
で
は
、
農
夫
が
耕
作
し
て
生
活
し
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
、
一
方
で
は
こ
れ
を

佛
教
に
お
け
る
業
論
展
開
の
一
側
面
五
一

と
は
言
え
な
い
と
思
う
。

は
業
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
業
よ
り
生
じ
た
結
果
、
す
な
わ
ち
果
報
で
あ
る
が
、
業
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
し
ば
ら
く
因

に
つ
い
て
「
業
」
と
い
う
名
を
、
果
で
あ
る
「
身
」
の
上
に
立
て
た
の
で
あ
る
、
と
。
こ
の
佛
音
の
註
は
、
全
く
後
の
体
系
化
せ
ら
れ

た
組
織
佛
教
学
の
立
場
か
ら
の
註
釈
で
あ
っ
て
、
わ
た
く
し
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
こ
の
経
典
そ
の
も
の
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る



農
夫
の
「
業
」
と
見
な
し
、
他
方
で
は
こ
れ
を
農
夫
が
業
に
よ
っ
て
当
然
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
「
業
の
果
報
」
と
見
て
い
た
と
こ

ろ
が
相
応
部
の
経
典
で
は
、
業
は
過
去
に
お
い
て
巳
に
造
作
せ
ら
れ
た
業
で
あ
っ
て
↑
そ
の
よ
う
な
以
前
の
業
が
消
滅
す
る
こ
と
な
く

し
て
、
今
現
に
此
の
身
中
に
存
続
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
こ
で
は
、
「
業
と
果
報
と
が
同
時
で
あ
る
」
と
言
っ
て

も
、
ス
ッ
タ
・
’
一
バ
ー
タ
の
場
合
と
は
少
し
く
異
な
っ
た
面
が
見
ら
れ
る
。
説
一
切
有
部
の
教
義
に
あ
て
は
め
て
理
解
す
れ
ば
、
こ
の

よ
う
な
「
以
前
の
業
」
は
無
表
業
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
無
表
業
で
は
あ
っ
て
も
、
業
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
は
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
業
と
果
報
と
が
同
時
で
あ
る
」
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
此
の
身
」
は
普
通
の
業
論
に
あ
て

は
め
て
言
え
ば
、
業
の
果
報
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
相
応
部
の
経
典
と
同
じ
意
味
の
こ
と
を
説
い
て
い
る
経
典
が
他
に
も
あ
る
。
そ
れ
は
パ
ー
リ
相
応
部
三
五
・
一
四
五
で
あ
っ
て

関
連
す
る
部
分
だ
け
を
抄
訳
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

②

比
丘
等
よ
、
以
前
の
業
と
は
何
で
あ
る
か
。
比
丘
等
よ
、
眼
は
造
作
せ
ら
れ
、
意
思
せ
ら
れ
、
感
受
せ
ら
れ
た
る
以
前
の
業
で
あ

る
、
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
耳
は
．
：
．
：
鼻
は
。
：
．
：
舌
は
・
・
・
…
身
は
…
…
意
は
．
…
：
比
丘
等
ょ
、
こ
れ
が
以
前
の
業
と
言
わ
れ
る
。

比
丘
等
よ
、
新
ら
し
い
業
と
は
何
で
あ
る
か
。
比
丘
等
よ
、
実
に
現
在
に
お
い
て
身
・
語
・
意
を
も
っ
て
業
を
造
る
と
き
は
、
比

丘
等
よ
、
こ
れ
が
新
ら
し
い
業
と
言
わ
れ
る
。

こ
の
経
典
は
倶
舎
論
四
〔
大
．
二
九
・
二
○
中
〕
に
も
引
用
せ
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
は
「
此
の
六
触
処
は
応
に
知
る
、
へ
し
、
宿
作
の

業
と
名
づ
く
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
六
触
処
」
と
あ
る
の
は
「
六
処
」
の
こ
と
で
あ
り
、
六
処
と
は
眼
等
の
六
根
の
こ
と
で

あ
る
。
普
通
一
般
の
業
論
の
上
か
ら
言
え
ば
、
六
根
は
「
業
の
果
報
」
と
見
ら
る
尋
へ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
も
業
と
果
報
と
が
同

時
に
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

互
二



さ
き
の
ス
ッ
タ
・
ニ
。
〈
－
タ
で
も
、
そ
れ
か
ら
初
め
に
引
用
し
た
相
応
部
の
経
典
で
も
、
と
も
に
、
そ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
業
論
に

関
連
し
て
、
同
じ
よ
う
に
「
縁
起
」
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
相
応
部
で
は
、
「
此
の
身
は
以
前
の
業
で
あ

る
」
と
い
う
よ
う
に
知
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
多
聞
の
聖
弟
子
は
ま
さ
し
く
縁
起
を
善
く
如
理
に
思
念
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら

「
此
の
身
は
以
前
の
業
で
あ
る
一
と
い
う
こ
と
が
、
実
は
「
縁
起
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

「
縁
起
」
を
正
し
く
理
解
す
れ
ば
、
当
然
「
此
の
身
は
以
前
の
業
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
「
此

の
身
は
以
前
の
業
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
た
ら
、
そ
の
人
は
「
縁
起
」
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
き
の
ス
ッ
タ
・
ニ
・
〈
－
タ
で
も
「
〔
彼
等
は
〕
縁
起
を
見
る
者
で
あ
り
、
業
と
そ
の
果
報
と
を
熟
知
し
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る

か
ら
！
こ
こ
で
も
同
じ
趣
旨
が
説
か
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
縁
起
説
を
初
期
佛
教
の
立
場
で
理
解
し
よ
う
と
す

る
な
ら
ば
、
「
業
と
果
報
と
は
一
つ
の
事
実
の
二
面
で
あ
る
」
と
い
う
立
場
に
沿
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
そ
の
よ
う
な
線
に
沿
っ
て
理
解
せ
ら
れ
た
十
二
縁
起
説
ｌ
さ
き
の
相
応
部
の
経
典
で
は
「
縁
起
」
は
ま

さ
し
く
「
十
二
縁
起
説
」
で
あ
っ
た
ｌ
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
趣
旨
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

説
一
切
有
部
の
教
学
で
は
、
十
二
縁
起
説
は
三
世
両
重
の
因
果
を
説
く
も
の
と
し
て
、
輪
廻
説
に
あ
て
は
め
て
説
か
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
有
情
が
生
死
に
流
転
輪
廻
す
る
、
そ
の
輪
廻
の
過
程
を
示
す
も
の
が
十
二
縁
起
説
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
過
去

の
業
に
よ
っ
て
未
来
の
果
報
が
招
か
れ
る
と
い
う
、
異
熟
因
・
異
熟
果
の
関
係
が
そ
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
最
初
期
の

佛
教
に
お
け
る
業
諭
は
そ
の
よ
う
な
形
態
の
も
の
で
は
な
く
、
業
と
果
報
と
が
同
時
に
存
在
す
る
、
と
い
う
形
態
を
も
っ
て
業
の
因
果

が
説
か
れ
て
い
た
。
従
っ
て
十
二
縁
起
説
も
亦
、
そ
の
よ
う
な
形
で
業
の
因
果
を
説
く
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
十

二
縁
起
説
の
中
で
最
も
重
要
な
支
分
は
、
初
め
の
無
明
・
行
・
識
の
三
支
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
、
無
明
を
相
と
す
る
識
が
外
に
向
っ
て

佛
教
に
お
け
る
業
諭
展
開
の
一
側
而
五
三



発
動
し
、
は
た
ら
き
か
け
を
起
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
凡
夫
と
し
て
の
行
為
的
生
活
ｌ
そ
れ
を
「
行
」
と
称
す
る
ｌ
が
成
り
立
ち
、

し
か
も
そ
の
よ
う
な
行
為
的
生
活
に
よ
っ
て
、
還
っ
て
復
た
そ
の
人
の
識
が
そ
れ
相
応
に
内
容
づ
け
ら
れ
、
色
づ
け
ら
れ
て
い
く
、
と

い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
心
・
意
・
識
は
同
体
の
異
名
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
心
に
つ
い
て
、
「
心
」
に
は
積
集
の
義
が
あ
る
と

せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
経
験
の
蓄
積
が
心
で
あ
る
」
或
は
「
経
験
を
蓄
積
す
る
場
所
が
心
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
十
二

縁
起
説
に
あ
て
は
め
て
言
え
ば
、
「
行
に
よ
っ
て
識
あ
り
」
の
関
係
に
扣
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
心
と
行
為
的
生
活
と
が

相
互
に
影
響
し
合
い
つ
つ
果
て
も
な
く
続
い
て
い
く
と
こ
ろ
に
～
人
間
と
し
て
の
生
存
の
実
態
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
生
存
が
、
無

明
を
根
抵
と
し
て
い
る
凡
夫
に
あ
っ
て
は
、
苦
悩
の
人
生
と
し
て
感
受
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
こ
と
が
、
十
二
縁
起
説
で
は

「
生
」
「
老
死
」
を
も
っ
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
言
お
う
と
し
た
の
が
、
最
初
期
の
佛
教
に
お
け
る
十
二
縁

起
説
の
意
味
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
で
は
業
も
果
報
も
同
じ
事
実
の
も
っ
て
い
る
二
面
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
ら
ば
、
凡
夫
と
し
て
の
行
為
的
生
活
を
十
二
縁
起
説
で
は
「
行
」
と
称
し
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
ま

ま
「
業
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
業
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
と
こ
ろ
の
苦
悩
の
人
生
Ｉ
と
い
っ
て
も
、
業
と
苦
悩
の
人
生
と
は
同
時
に

存
在
す
る
ｌ
が
、
十
二
縁
起
説
で
は
「
生
」
「
老
死
」
を
も
っ
て
示
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
果
報
」
と
見
な
さ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
十
二
縁
起
説
の
中
心
的
な
考
え
方
は
、
前
述
の
如
き
初
期
仏
教
の
業
論
の
線
に
沿
っ
て

理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
う
見
る
の
が
＄
最
初
期
の
佛
教
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
最
初
期
の
佛
教
に
お
け
る
業
諭
が
以
上
述
べ
た
よ
う
な
形
態
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
こ
れ
は
普
通
一
般
に
考
え
ら
れ

て
い
る
業
論
と
は
大
変
様
子
の
ち
が
っ
た
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
は
た
し
て
釈
尊
は
こ
の
よ
う
な
独
特
な
業
論
し
か
説
か
れ
な
か
っ
た

か
ど
う
か
。
一
般
に
は
業
の
思
想
は
輪
廻
の
思
想
と
関
連
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
佛
教
以
前
か
ら
そ
の
よ
う
な
輪
廻
説
と
結
び
つ
い
た

五
四



業
諭
が
、
一
般
民
衆
に
は
い
わ
ば
常
識
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
時
代
を
生
き
て
来
ら
れ
た
釈
尊
が

一
般
的
な
常
識
と
し
て
の
通
俗
的
業
諭
を
否
定
し
て
、
今
ま
で
述
畿
へ
て
来
た
よ
う
な
独
特
な
業
諭
の
み
を
主
張
せ
ら
れ
た
と
は
思
わ
れ

な
い
。
と
す
る
と
、
釈
尊
に
あ
っ
て
通
俗
的
な
一
般
的
業
論
と
こ
の
独
特
な
業
論
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
関
連
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
従
来
の
考
え
方
を
眺
め
て
み
る
な
ら
ば
、
通
俗
的
な
一
般
的
業
諭
は
主
と
し
て
在
家
の
信
者
に
対
し
て
説
か
れ

た
も
の
で
あ
っ
て
、
謂
わ
ぱ
方
便
と
し
て
の
説
法
で
あ
り
、
出
家
の
比
丘
に
対
し
て
佛
教
本
来
の
立
場
に
立
っ
て
説
法
さ
れ
る
と
き
に

は
、
業
の
問
題
を
中
心
の
課
題
と
し
て
採
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
少
な
く
、
四
諦
・
十
二
縁
起
・
八
聖
道
・
無
常
・
苦
・
無
我
な
ど

の
教
説
〔
ま
た
は
そ
の
原
型
と
し
て
推
測
さ
れ
る
も
の
〕
を
中
心
に
し
て
説
法
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
て

来
た
。
そ
の
よ
う
な
見
方
は
大
体
に
お
い
て
お
そ
ら
く
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
宿
作
因
説
と
い
う
も
の
が
釈

尊
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
と
同
じ
線
上
に
考
え
ら
れ
る
通
俗
的
業
論
を
、
釈
尊
が
勝
義
の
立
場
に
立
っ
て
主
張
さ
れ

た
と
は
見
な
し
難
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
宿
作
因
説
と
い
う
の
は
、
「
こ
の
世
の
苦
楽
〔
即
ち
幸
・
不
幸
〕
は
過
去
に
お
い
て
造
ら

れ
た
業
に
よ
っ
て
決
る
」
と
い
う
説
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
釈
尊
が
佛
教
本
来
の
立
場
に
立
っ
て
業
の
問
題
を
採
り
上
げ
て
説
か
れ
る

こ
と
も
時
に
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
い
う
時
に
は
今
ま
で
見
て
来
た
よ
う
な
独
自
な
業
論
を
説
か
れ
た
は
ず
で
あ
る
、
と
思
う
。

だ
か
ら
、
初
期
佛
教
の
時
代
に
お
い
て
、
勝
義
の
立
場
で
業
の
問
題
は
全
く
説
か
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
が
、
従
来
は

余
り
明
確
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
業
論
と
い
え
ば
直
ち
に
、
在
家
道
と
し
て
の
方
便
説
で
あ
る
と
し
て
、
片

づ
け
て
し
ま
う
嫌
い
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
の
で
、
こ
こ
で
勝
義
の
説
と
し
て
の
茉
論
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
釈
尊
が
通
俗
的
な
一
般
的
業
論
を
お
説
き
に
な
る
と
き
は
、
い
つ
で
も
世
俗
の
立
場
に
立
っ
て
の
方
便
説
で
あ
っ
て
、

佛
教
に
お
け
る
業
論
展
開
の
一
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勝
義
の
立
場
に
立
っ
て
お
説
き
に
な
っ
た
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
、
と
考
え
て
、
果
た
し
て
そ
れ
で
疑
問
は
残
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

通
俗
的
な
一
般
的
業
論
を
説
く
経
典
は
、
現
存
の
ニ
ヵ
ー
ャ
や
阿
含
経
の
中
に
も
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
中
一
一
カ
ー
ャ
一
三

六
経
の
大
業
分
別
経
の
如
き
は
、
阿
難
に
向
っ
て
、
「
十
悪
を
行
ず
る
者
は
身
壊
命
終
し
て
悪
趣
に
生
れ
、
十
悪
を
離
れ
た
者
は
身
壊

命
終
し
て
善
趣
に
生
れ
る
」
と
説
い
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
説
法
が
事
実
と
し
て
阿
難
に
向
っ
て
な
さ
れ
た
と
考
え
て
も
、
お
そ

ら
く
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
阿
難
は
出
家
の
比
丘
で
あ
る
。
だ
か
ら
出
家
の
比
丘
に
向
っ
て
、
通
俗
的
な
一
般
的
業
論
が
説
か
れ

る
こ
と
も
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
迷
い
の
世
界
を
離
れ
、
悟
り
の
世
界
に
向
っ
て
直

進
す
る
出
家
道
で
は
な
い
。
迷
い
の
世
界
の
中
に
あ
っ
て
幸
福
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
在
家
道
に
関
連
し
た
教
説
で
あ
る
。
出
家
道
こ

そ
が
佛
教
本
来
の
立
場
で
あ
っ
て
、
在
家
道
は
方
便
説
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
通
俗
的
業
論
は
方
便
説
で
あ
ろ
う
。

方
便
説
で
は
あ
っ
て
も
、
迷
い
の
世
界
の
実
態
を
正
し
く
伝
え
て
い
る
、
と
い
う
点
で
は
真
実
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
経
説
は
、
阿
難

に
向
っ
て
、
十
善
を
行
じ
て
善
趣
に
生
れ
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
在
家
道
が
出
家
に
向
っ
て
説
か
れ
る
こ

と
は
、
原
則
的
に
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
迷
い
の
世
界
の
あ
り
の
ま
ま
の
相
を
説
く
も
の
と
し
て
、
通
俗
的
業

論
を
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
「
方
便
説
」
と
い
う
こ
と
は
「
本
当
は
そ
う
で
は
な
い
が
衆
生
を
誘
引
す
る
た
め
に
仮
り
に
そ
の
よ
う
に

説
か
れ
た
」
と
い
う
意
味
の
方
便
〔
火
宅
三
車
の
害
え
の
如
き
〕
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
ま
た
、
勝
義
の
立
場
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
に

業
の
因
果
に
縛
ら
れ
、
と
ら
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
生
死
輪
廻
の
束
縛
か
ら
離
脱
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で

そ
う
い
う
点
か
ら
は
、
来
世
の
有
無
に
つ
い
て
は
肯
定
も
否
定
も
し
な
い
で
、
い
わ
ゆ
る
無
記
の
立
場
を
採
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

③

た
の
で
あ
る
。
如
来
は
死
後
に
お
い
て
存
在
す
る
か
、
否
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
「
無
記
」
と
答
え
て
お
ら
れ
る
如
き
、
そ
の

一
例
で
あ
る
。

五
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ｇ業
を
分
っ
て
有
漏
業
と
無
漏
業
と
に
す
る
‐
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
に
至
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
原

始
佛
教
の
時
代
に
お
い
て
は
へ
有
漏
業
と
も
無
漏
業
と
も
言
わ
な
い
で
↑
た
だ
「
業
」
と
の
み
い
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、

「
業
」
と
言
え
ば
、
後
に
い
う
有
漏
業
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
原
始
佛
教
の
時
代
に
お
い
て
無
漏
業
を
「
業
」
と
称
す
る
と
い
う
こ
と

は
原
則
と
し
て
は
無
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
業
は
何
と
称
せ
ら
れ
て
い
た
か
と
い
え
ば
、
多
分
「
梵
行
」

等
の
語
を
も
っ
て
説
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
無
漏
業
と
呼
ば
れ
て
区
別
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に

ど
の
よ
う
な
考
え
方
が
は
た
ら
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
「
有
漏
業
」
と
い
う
の
は
、
「
煩
悩
と
結
び
つ
い
た
業
」
「
煩
悩
と
関
係
の
あ
る
業
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う

な
業
に
よ
っ
て
三
界
に
お
け
る
迷
い
の
生
〔
こ
れ
を
果
報
と
い
う
〕
が
引
か
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
迷
い
の
生
は
有
漁
業
に
よ
っ
て
の
み

引
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
業
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
有
漏
業
に
も
善
業
と
不
善
業
と
無
記
業
の
区
別
が
あ
る
が

そ
れ
ら
の
中
で
迷
い
の
生
を
引
く
の
は
善
業
と
不
善
業
と
の
み
で
あ
っ
て
、
無
記
業
で
は
な
い
。
無
記
の
業
は
力
が
弱
い
か
ら
で
あ
り

そ
れ
は
あ
た
か
も
腐
っ
た
種
子
か
ら
は
芽
が
出
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
有
漏
業
に
対
し
て
、
無
漏
業
は
煩

悩
と
無
関
係
な
業
で
あ
り
、
煩
悩
と
切
り
離
さ
れ
た
業
で
あ
る
。
こ
の
業
は
必
ず
善
業
で
あ
っ
て
、
不
善
や
無
記
で
は
な
い
。
こ
の
よ

う
な
無
漏
業
に
よ
っ
て
、
迷
い
の
世
界
を
離
れ
て
悟
り
に
向
う
の
で
あ
り
、
ま
た
悟
り
に
至
る
の
に
は
必
ず
こ
の
よ
う
な
無
漏
業
に
よ

ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
れ
は
業
と
い
う
て
も
果
報
を
引
く
業
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
種
子
は
腐

っ
て
は
い
な
い
が
水
分
が
無
い
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
種
子
か
ら
は
芽
が
出
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
有
漏
業
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と
無
漏
業
と
の
は
た
ら
き
を
考
え
て
み
る
と
、
無
漏
業
が
果
報
を
引
か
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
無
記
業
が
果
報
を
引
か
な
い
と
い
う
こ

と
と
は
、
そ
の
意
味
が
異
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
無
漏
業
が
果
報
を
引
か
な
い
の
は
業
そ
の
も
の
の
本
質
に
か
か
わ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
無
記
業
が
果
報
を
引
か
な
い
の
は
、
業
そ
の
も
の
の
本
質
に
よ
る
の
で
は
な
く
て
、
業
の
も
つ
屈
性
〔
善
で
あ
る
か
悪
で
あ
る
か

と
い
う
屈
性
〕
の
程
度
に
か
か
わ
る
。
善
と
悪
と
の
中
間
に
、
善
で
も
な
い
悪
で
も
な
い
無
記
を
立
て
る
の
は
、
善
悪
が
業
の
属
性
で

あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
有
漏
業
と
無
漏
業
と
の
間
に
、
有
堀
で
も
あ
り
ま
た
無
漏
で
も
あ
る
業
、
或
は
有
漏

で
も
な
い
し
無
漏
で
も
な
い
業
を
立
て
な
い
の
は
↑
有
漏
で
あ
る
か
無
漏
で
あ
る
か
は
、
業
の
本
質
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
有
漏
」

は
迷
い
の
世
界
で
あ
り
、
人
間
の
世
界
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
無
漏
」
は
悟
り
の
世
界
で
あ
り
、
佛
の
世
界
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば

迷
い
の
世
界
に
属
す
る
業
か
、
悟
り
の
世
界
に
属
す
る
業
か
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
に
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
業
、
或
は
そ
の
ど
ち
ら

に
も
属
す
る
業
を
立
て
る
、
と
い
う
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
。
迷
い
の
世
界
と
悟
り
の
世
界
は
相
互
に
矛
盾
対
立
す
る
世
界
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
有
漏
・
無
漏
に
つ
い
て
は
、
善
・
悪
の
場
合
の
よ
う
な
程
度
の
差
は
な
い
。
そ
し
て
「
業
一
と
い
う
も
の
は
、

本
来
的
に
果
報
を
引
く
と
い
う
は
た
ら
き
を
も
っ
て
い
る
も
の
、
即
ち
有
漏
な
の
で
あ
る
。
果
報
を
引
か
な
い
業
と
い
う
よ
う
な
も
の

は
、
本
当
は
業
で
は
な
い
。
た
だ
無
記
業
の
場
合
は
、
た
ま
た
ま
善
で
も
な
い
悪
で
も
な
い
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
力

が
弱
く
て
果
報
を
引
く
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
無
漏
業
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
。
初
め
か
ら
業
の
本

質
と
し
て
果
報
を
引
か
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
は
、
「
業
」
と
は
言
う
け
れ
ど
も
、
「
い
わ
ゆ
る
業
」
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に

原
始
佛
教
に
お
い
て
は
「
業
」
と
は
言
わ
れ
な
い
で
、
例
え
ば
「
梵
行
」
等
の
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
業
」
と
い
え
ば
有
漏
業
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
〔
従
っ
て
前
節
に
お
い
て
問
題
に
し
た
よ
う
な
業
は
、
こ
れ
を
ア
ビ

ダ
ル
マ
佛
教
の
立
場
に
立
っ
て
言
う
な
ら
ば
、
す
べ
て
み
な
有
漏
業
で
あ
る
〕
無
漏
業
は
「
い
わ
ゆ
る
業
」
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と

五
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は
、
た
だ
原
始
佛
教
だ
け
の
範
囲
で
は
な
く
て
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
の
時
代
に
な
っ
て
、
有
漏
業
に
対
し
て
無
漏
業
を
立
て
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
で
も
、
決
し
て
忘
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
や
は
り
佛
教
の
教
義
の
体
系
の
中
に
、
そ
の
よ
う
な
意
味
が
底
流
と
し
て
は
流

れ
続
け
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
惑
。
業
．
苦
の
三
道
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
煩
悩
に
よ
っ
て
業
を
造
り
、
業
に
よ
っ
て

苦
果
を
引
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
と
く
に
「
有
漏
業
」
と
い
う
よ
う
に
こ
と
わ
っ
て
な
く
て
も
、
こ
こ
に
言

う
業
の
中
に
は
無
漏
業
は
含
ま
れ
な
い
。
ま
た
例
え
ば
倶
舎
論
九
品
の
構
成
を
眺
め
て
見
た
と
き
に
、
世
間
品
・
業
品
・
随
眠
品
の
三

品
は
、
迷
い
の
世
界
の
果
と
因
と
縁
と
を
説
く
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
三
品
は
、
順
次
に
悟
り
の
世
界
の
果
と
因
と
縁
と
を
説
く
と

こ
ろ
の
、
賢
聖
品
・
智
品
・
定
品
に
対
応
す
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
迷
い
の
世
界
を
引
く
因
と
し
て
の
業
の
み
が
業
品
中
に

説
か
れ
て
い
て
、
こ
こ
に
は
悟
り
の
世
界
を
引
く
因
と
し
て
の
無
漏
の
業
は
説
か
れ
て
は
い
な
い
。
無
漏
の
業
を
問
題
に
す
る
の
は
、

賢
聖
品
や
智
品
の
役
目
で
あ
っ
て
、
業
品
の
役
目
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
こ
に
言
う
「
業
」
は
有
漏
業
で
あ
っ
て
、
無
漏
業
で
は
な
い

⑤

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
だ
「
業
品
」
と
の
み
標
示
し
て
、
「
有
漏
業
品
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
「
業
」
と
い
う
言
葉
の
表
わ
す
意
味
内
容
が
、
原
始
佛
教
の
時
代
か
ら
ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
の
時
代
へ
と
進
む
に
従
っ
て

変
っ
て
い
く
が
、
そ
の
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
か
、
と
い
う
と
、
わ
た
く
し
は
「
業
」
と
い
う
佛
教
の
術
語
が
次
第
に
通

俗
化
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
即
ち
「
業
」
と
い
う
言
葉
は
初
期
の
佛
教
で
は
単
な
る
「
行
為
」
で
は
な
か
っ
た
が
～

後
の
時
代
に
な
る
と
次
第
に
単
な
る
「
行
為
」
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
で
た
だ
「
業
」
と
言
っ
た
だ
け
で
は

充
分
に
そ
の
意
味
を
表
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
度
言
う
な
ら
ば
、
初
期
の
佛
教
で
は

「
業
」
と
さ
え
言
え
ば
必
ず
迷
い
の
生
を
引
く
も
の
と
し
て
の
行
為
〔
即
ち
後
の
佛
教
で
い
う
有
漏
業
〕
で
あ
っ
て
、
「
行
為
一
般
」

で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
時
代
が
経
つ
と
共
に
、
次
第
に
そ
う
い
う
特
殊
な
意
味
が
忘
れ
ら
れ
て
、
普
通
一
般
の
行
為
と
し
て
考
え

佛
教
に
お
け
る
業
論
展
開
の
一
側
川
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ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
た
だ
「
業
」
と
言
っ
た
だ
け
で
は
、
い
わ
ゆ
る
有
漏
業
を
指
す
、
と
い
う
こ
と
が
明
確
で
な
い
。

そ
の
為
に
わ
ざ
，
Ｊ
１
「
有
漏
」
と
い
う
言
葉
を
つ
け
て
、
そ
う
い
う
意
味
を
表
わ
す
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
う
で
な
い
業

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
無
漏
業
」
と
称
し
て
は
っ
き
り
と
区
別
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
点
か
ら
言
っ
て
も
、

「
業
は
行
為
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
方
は
充
分
に
意
を
尽
し
て
い
る
と
は
言
わ
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
「
業
」
と
い
う
佛
教
術
語
の
通
俗
化
の
問
題
は
、
無
表
業
に
関
連
し
て
も
言
わ
れ
る
。
無
表
業
、
も
ま
た
ア
ビ
ダ
ル
マ
佛

教
の
時
代
に
な
っ
て
初
め
て
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
原
始
佛
教
の
時
代
に
は
、
そ
う
い
う
言
葉
で
は
説
か
れ
て
い
な

、
手
よ

か
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
そ
う
い
う
意
味
は
、
原
始
佛
教
の
時
代
に
は
全
く
説
か
れ
て
い
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
て
Ｉ

な
い
。
原
始
佛
教
の
時
代
に
は
と
く
に
「
無
表
業
」
と
言
わ
な
く
て
も
、
た
だ
「
業
」
と
さ
え
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
無
表
業
」
の

も
っ
て
い
る
意
味
を
も
併
せ
て
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
無
表
業
」
と
い
う
の
は
、
業
の
余
勢
と
も
言
わ
る
べ
き
も
の
で
、

行
為
の
後
に
、
そ
の
行
為
者
の
心
中
に
蓄
積
せ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
潜
勢
力
で
あ
っ
て
、
そ
の
無
表
業
に
ど
の
よ
う
な
作
用
が
あ
る

と
見
る
か
に
つ
い
て
は
、
部
派
間
に
お
い
て
異
説
が
あ
る
。
説
一
切
有
部
で
は
「
善
ま
た
は
悪
に
抵
抗
す
る
力
〔
妨
善
妨
悪
の
功
能
〕
」

が
あ
る
と
見
る
が
、
他
の
部
派
で
は
多
く
は
「
果
報
を
引
く
力
」
が
あ
る
と
い
う
点
を
強
調
す
る
。
本
来
こ
の
よ
う
な
力
を
も
っ
て
い

る
の
が
「
業
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
「
業
」
の
業
た
る
所
以
は
、
そ
う
い
う
点
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
だ
か
ら
初
め
か
ら

「
業
」
と
い
う
語
は
単
な
る
「
行
為
」
の
意
味
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
前
節
に
引
用
し
た
パ
ー
リ
相
応
部
一
二
・
三
七
、
三
五
・
一

四
五
に
お
い
て
「
以
前
の
業
」
と
訳
さ
れ
て
い
た
も
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
の
業
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
過
去
に
造
ら
れ
た
業
が
何
等

か
の
形
を
と
っ
て
そ
の
人
の
上
に
現
に
存
在
し
て
い
る
、
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
新
ら
し
い
業
」
と
い
う
の
は
、

い
ま
こ
の
世
に
お
い
て
造
る
と
こ
ろ
の
普
通
一
般
の
言
葉
で
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
行
為
〔
た
だ
し
後
の
佛
教
で
い
う
有
漏
業
の
み
で
あ

一一
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っ
て
、
無
漏
業
は
含
ま
な
い
〕
の
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
う
い
う
こ
と
で
な
い
な
ら
ば
、
「
以
前
の
業
」
も
「
新
ら
し
い
業
」
も
、
た

だ
そ
の
業
が
造
ら
れ
た
時
だ
け
が
異
な
っ
て
い
て
、
業
そ
の
も
の
と
し
て
は
全
く
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
で
は
こ
の
経
典

に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
な
区
別
は
立
て
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
「
以
前
の
業
」
は
以
前
に
お
い
て
は
存
在
し
て
い

た
が
、
現
在
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

．
〈
－
リ
中
部
一
四
経
、
一
○
一
経
〔
中
阿
含
一
九
経
、
増
支
部
三
・
七
四
参
照
〕
等
に
よ
れ
ば
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
祖
で
あ
る
尼
乾
子

⑥

は
「
苦
行
に
よ
っ
て
以
前
の
業
を
壊
滅
し
、
新
ら
し
い
業
を
造
ら
な
け
れ
ば
一
切
の
苦
は
滅
尽
す
る
」
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

以
前
の
業
〔
即
ち
古
業
・
宿
業
〕
が
い
か
な
る
形
に
お
い
て
も
現
存
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
現
に
存
在
し
て
い
な
い
業
を
壊
滅

す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
こ
で
は
明
か
に
、
過
去
に
お
い
て
造
っ
た
業
が
、
そ
の
人
の
上
に
現
に
存
在
し
て
い
る

と
見
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
業
が
後
に
無
表
業
と
称
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
無
表
業
」
と
言
っ
て
区
別
し

な
け
れ
ば
そ
う
い
う
意
味
を
表
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
「
業
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
本
来
含
ま
れ
て
い
た
は
ず

の
そ
う
い
う
意
味
が
次
第
に
忘
れ
ら
れ
て
、
「
業
」
と
い
え
ば
、
普
通
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
の
「
行
為
」
で
あ
る
、

と
い
う
よ
う
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
「
業
」
の
意
味
の
通
俗
化
が
見
ら
れ
る
。

⑦こ
の
こ
と
は
「
福
徳
（
冒
葛
里
冒
目
騨
）
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
に
同
じ
よ
う
な
趣
旨
が
見
ら
れ
る
。
「
福

徳
」
と
は
、
後
世
の
解
釈
で
は
「
有
漏
の
善
行
を
い
う
」
と
い
う
よ
う
に
理
解
せ
ら
れ
て
お
り
、
原
始
佛
教
で
も
福
徳
の
中
の
代
表
的

な
も
の
は
、
在
家
が
出
家
に
対
し
て
行
う
と
こ
ろ
の
布
施
の
行
で
あ
る
、
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
福
徳
と
い
う
言
葉
は
、

単
な
る
行
為
と
し
て
の
布
施
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
行
為
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
行
為
者
の
上
に
貯
え
ら
れ
蓄
積
せ

ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
一
種
の
潜
勢
力
、
ま
た
は
行
為
の
余
勢
、
す
な
わ
ち
無
表
業
を
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
を

佛
教
に
お
け
る
業
諭
展
開
の
一
側
面
六
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「
功
徳
」
と
訳
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
を
重
視
し
て
の
訳
で
あ
ろ
う
。
ま
た
パ
ー
リ
相
応
部
一
・
五
・
七
に
「
園
を
植
え
林
を

植
え
橋
を
造
る
人
び
と
、
水
飲
所
と
井
戸
と
小
屋
と
を
与
え
る
人
び
と
、
彼
等
の
福
徳
は
日
夜
に
常
に
増
長
す
」
と
あ
る
の
も
、
そ
の

よ
う
な
行
為
〔
こ
れ
も
福
徳
と
言
わ
れ
る
〕
を
為
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
上
に
生
じ
た
一
種
の
好
ま
し
い
潜
勢
的
能
力
〔
即
ち

後
に
無
表
業
と
称
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
〕
を
指
し
て
「
福
徳
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
行
為
そ
の
も
の
を
「
福
徳
」
と

言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
成
実
論
七
（
大
℃
三
二
・
二
九
○
上
）
で
は
、
こ
の
経
典
を
も
っ
て
無
表

業
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
佛
教
術
語
の
通
俗
化
に
つ
い
て
は
、
「
世
間
（
］
○
菌
）
」
と
い
う
語
に

つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
事
情
が
見
ら
れ
る
。
佛
教
本
来
の
考
え
方
で
は
「
世
間
」
と
い
え
ば
「
世
間
の
人
び
と
」
を
指
す
の
で
あ
っ
て

た
と
い
そ
こ
に
山
河
大
地
の
如
き
も
の
が
含
め
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
従
属
的
な
意
朱
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

例
え
ば
パ
ー
リ
相
応
部
一
二
・
一
五
に
お
い
て
、
「
こ
の
世
間
は
多
く
は
有
と
無
と
の
二
に
依
止
し
て
い
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
の
は

「
世
間
の
人
び
と
」
の
意
味
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
の
時
代
に
な
る
と
、
そ
の
よ
う
な
意
味
の
世
間
を
「
有
情
世
間
」

と
称
し
、
こ
れ
に
対
し
て
山
河
大
地
の
よ
う
な
世
間
を
「
器
世
間
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
「
世
間
」
と
い
え
ば
山

河
大
地
の
如
き
も
の
を
主
と
し
て
指
す
と
い
う
一
般
の
通
俗
説
が
影
響
し
て
、
と
く
に
「
有
情
世
間
」
と
言
わ
な
い
と
「
世
間
の
人
び

と
」
を
意
味
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
「
有
情
」
に
対
し
て
「
器
」
〔
有
情
を
入
れ
る
容
器
〕

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
器
世
間
は
有
情
世
間
に
従
属
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
が
示
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
前
に
も
ど
っ
て
、
有
漏
業
・
無
漏
業
の
問
題
に
つ
い
て
、
若
干
の
言
葉
を
加
え
て
お
き
た
い
。
佛
教
に
お
け
る
業
の
思
想
を
問

題
と
し
て
い
る
今
の
場
合
、
こ
の
こ
と
は
極
め
て
重
大
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
～
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
有
漏
業
は
迷
い
の
世
界

に
属
す
る
業
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
人
間
の
業
」
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
迷
い
の
世
界
、
人
間
の
世
界
は
こ
の
業

一
ハ
ー
ー



の
鉄
則
Ｉ
す
な
わ
ち
善
因
楽
果
・
悪
因
苦
果
の
大
原
則
に
縛
ら
れ
た
世
界
で
あ
っ
て
、
人
間
の
立
場
に
立
つ
限
り
、
こ
れ
を
破
る
こ

と
は
絶
対
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
を
落
因
果
と
も
不
味
因
果
と
も
い
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
業
の
鉄
則
は
、
迷
い
の
世
界
の
中
だ
け
に
限

ら
れ
て
そ
れ
を
支
配
す
る
鉄
則
で
あ
り
、
悟
り
の
世
界
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
悟
り
の
世
界
、
即
ち
迷
い
の
世
界
を
超
え

る
と
い
う
方
向
に
お
い
て
見
出
さ
れ
て
来
る
も
の
が
無
漏
の
業
で
あ
る
。
無
漏
業
に
よ
っ
て
到
達
せ
ら
れ
た
世
界
は
、
も
は
や
有
漏
業

の
鉄
則
の
支
配
を
こ
え
た
世
界
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
世
界
を
落
不
落
味
不
味
因
果
と
い
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
不
味
因
果
を
祈
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
到
達
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
逆
に
不
味
因
果
に
徹
底
す
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
自
ら
に
し
て
落
不
落
味
不
味
間

果
に
参
入
す
る
道
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
の
よ
う
に
考
え
て
誤
り
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
を
有
漏
業
と
無
漏
業
と
の
川
の

関
係
に
ま
で
及
ぼ
し
て
理
解
す
る
と
き
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
有
漏
業
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
無
漏
業
の
世

界
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
有
漏
業
を
有
漏
業
と
し
て
認
め
、
有
漏
業
の
支
配
す
る
世
界
の
限
界
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
漏
業
の

は
た
ら
く
世
界
が
開
け
て
く
る
の
で
あ
る
、
と
。
こ
の
こ
と
を
歎
異
紗
の
宿
業
感
と
関
連
さ
せ
て
い
う
な
ら
ば
、
「
宿
業
の
自
覚
は
、

自
覚
そ
れ
自
ら
の
中
に
宿
業
を
超
え
て
い
く
力
を
含
ん
で
い
る
」
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
言
い
方
は
「
無
常
」
に
つ
い

て
も
同
じ
よ
う
に
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
人
生
は
無
常
で
あ
る
と
い
う
無
常
の
自
覚
は
、
、
覚
そ
れ
自
ら
の
中
に
無
常
を
超
え
て
い
く

力
を
含
ん
で
い
る
」
と
。
釈
尊
は
、
無
常
の
鉄
則
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
常
を
超
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
無
常
に

徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
常
を
超
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
釈
尊
に
あ
っ
て
は
、
無
常
が
消
滅
し
た
の
で
は
な
い
。
無
常

は
無
常
の
ま
ま
で
あ
り
な
が
ら
、
無
常
が
問
題
と
は
な
ら
な
い
世
界
に
参
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
常
住
の
法
身
を
得
た
も
う

た
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
有
漏
業
を
有
漏
業
と
し
て
認
め
て
、
そ
れ
が
支
配
す
る
世
界
の
限
界
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
真
宗
学

仙
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業
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で
い
う
機
の
深
信
に
相
当
す
る
。
機
の
深
信
に
徹
底
す
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
法
の
深
信
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
有
漏
業
を
有
漏
業
と
し
て

認
め
、
そ
れ
が
支
配
す
る
世
界
の
限
界
を
知
る
こ
と
〔
機
の
深
信
〕
に
徹
底
す
る
と
こ
ろ
に
、
無
漏
業
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
世
界
〔
法

の
深
信
〕
が
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
「
有
漏
業
」
と
い
う
こ
と
は
煩
悩
に
汚
さ
れ
た
業
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
わ
れ
ノ
ー
の
造

る
業
は
所
詮
は
有
漏
業
の
み
で
あ
る
と
い
う
自
覚
は
、
「
自
身
は
現
に
是
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
で
あ
っ
て
、
こ
の
ま
ま
で
は
ど
の
よ
う

に
し
て
も
出
離
の
縁
は
な
い
」
と
い
う
機
の
深
信
に
連
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
無
漏
業
」
と
い
う

の
は
、
煩
悩
の
汚
れ
を
断
ち
切
っ
た
無
漏
清
浄
な
る
業
で
あ
る
。
無
漏
は
悟
り
の
世
界
で
あ
り
、
佛
の
世
界
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
れ
は
悟
り
の
世
界
に
属
す
る
業
で
あ
り
、
い
わ
ば
佛
の
業
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
佛
の
業
が
こ
の
わ
た
く
し
に
お
い
て
行
ぜ
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
佛
の
威
大
な
る
力
が
我
が
身
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
し
て
み
る
と
こ
れ
は
、
「
彼
の
佛
は
衆
生

を
摂
受
し
た
も
う
が
故
に
、
我
れ
も
ま
た
彼
の
願
力
に
乗
じ
て
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
法
の
深
信
に
連
る
も
の
と
な
る
で

あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

更
に
ま
た
親
輔
が

更
に
ま
た
親
彌
が
「
罪
福
信
」
と
し
て
厳
し
く
批
判
し
た
自
力
念
佛
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
有
漏
業
と
し
て
の
念
佛
」
を
指

す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
罪
福
」
と
は
「
有
漏
の
善
悪
業
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
有
漏
の
善
悪
業
に
よ
っ
て
楽
果
と
苦
果
と
が
引

か
れ
る
こ
と
を
信
ず
る
の
が
罪
福
信
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
善
因
楽
果
・
悪
因
苦
果
」
と
い
う
業
の
鉄
則
を
信
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

場
合
の
「
福
」
は
「
幸
福
」
で
は
な
く
て
、
前
に
述
・
へ
た
「
福
徳
」
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
善
因
楽
果
・
悪
因
苦
果
と
い
う
業
の
鉄

則
を
信
ず
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
自
体
が
そ
の
ま
ま
親
瀞
の
批
判
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
人
間
の
世
界
、
迷
い
の
世

界
に
ま
で
念
佛
を
引
き
お
ろ
し
て
来
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
親
鴬
に
あ
っ
て
は
念
佛
は
無
漁
業
で
あ
っ
た
。
我
執
を
離

れ
し
め
刊
「
自
我
崩
壊
の
声
」
と
い
う
徳
を
具
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
念
佛
は
、
い
わ
ば
佛
の
業
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
佛
の
御
も
よ
ほ

六
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し
に
よ
っ
て
念
佛
せ
し
め
ら
れ
る
念
佛
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
如
来
よ
り
賜
り
た
る
念
佛
」
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
「
智

慧
の
念
佛
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
本
願
の
名
号
は
正
定
の
業
な
り
」
と
い
う
と
き
の
、
こ
の
「
業
」
は
無
漏
の
業
で
あ
っ
て
、
有
漏

の
業
で
は
な
い
。
こ
れ
を
有
漏
の
業
と
す
る
立
場
が
、
「
罪
福
信
」
と
し
て
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

D②①註⑦
拙
著
「
業
の
研
究
」
三
○
頁
以
下
参
照
。

④
以
下
の
論
述
は
拙
著
「
佛
教
と
し
て
の
浄
土
教
」
一
九
七
頁
以
下
参
照
。

⑤
五
瀧
に
つ
い
て
の
理
解
の
仕
方
の
上
に
も
、
業
に
つ
い
て
述
尋
へ
た
と
同
じ
考
え
方
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
初
期
佛
教
で
は
「
五
瓶
」
と
言
え
ば

必
ず
有
漏
で
あ
っ
て
、
「
無
漏
の
五
瓶
」
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
五
瓶
は
凡
夫
の
生
存
を
形
成
す
る
要
素
の
集
り
だ
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
も
し
敢
え
て
「
無
漏
の
五
砿
」
と
い
う
も
の
を
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
五
瀧
の
減
」
を
お
い
て
外
に
は
な
い
。
と
こ
ろ
が

ア
ピ
ダ
ル
マ
佛
教
の
時
代
に
な
る
と
、
五
穂
は
客
観
的
に
考
え
ら
れ
た
有
為
法
全
体
を
指
す
よ
う
に
な
る
。
従
っ
て
、
五
瓶
を
有
漏
と
無
漏
と
に

分
け
る
、
と
い
う
こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

⑥
こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
説
で
あ
っ
て
、
佛
教
の
も
の
で
は
な
い
、
だ
か
ら
佛
教
の
業
論
を
問
題
に
し
て
い
る
今
の
場
合

は
あ
て
は
ま
ら
な
い
、
と
い
う
反
論
も
あ
り
得
る
が
、
わ
た
く
し
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
古
代
イ
ン
ド
の
思
想
宗
教
全
般
に
通
ず
る
こ
と
で

こ
こ
に
い
う
「
如
寺

究
」
三
一
五
頁
参
照
。

あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。

以
下
の
論
述
に
つ
い
て
は
「
佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
」
第
十
六
号
、
所
載
の
拙
稿
参
鮒
。

原
文
は
昇
誕
の
§
昌
冨
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
く
且
昌
司
詳
騨
と
見
て
訳
し
た
。

こ
こ
に
い
う
「
如
来
」
は
、
北
伝
佛
教
で
も
南
伝
佛
教
で
も
「
衆
生
」
の
意
味
で
あ
る
、
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
赤
沼
智
善
「
原
始
佛
教
之
研

佛
教
に
お
け
る
業
論
展
開
の
一
側
面

（
昭
和
四
十
九
年
度
文
部
省
科
研
「
総
合
研
究
」
に
よ
る
成
果
の
一
部
）

六

五


