
世
親
が
佛
教
に
お
け
る
業
の
問
題
を
中
心
に
し
て
著
わ
し
た
も
の
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
「
倶
舎
論
」
と
共
に
「
成
業
論
」
が

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
学
者
の
注
意
す
る
如
く
、
「
倶
舎
論
」
は
、
毘
婆
沙
師
有
部
か
ら
経
部
へ
転
入
し
た
世
親
が
、
有
部
を

批
評
し
つ
つ
阿
毘
達
磨
の
綱
要
を
論
述
し
た
と
い
う
思
想
史
的
位
置
を
示
す
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
成
業
論
」
は
、
唯
識
へ
転

①

入
す
る
直
前
と
い
う
点
に
位
置
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
諸
学
派
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
業
の
思
想
を
批
判
し
つ
つ
、
業

の
あ
り
方
を
弁
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
業
の
問
題
を
中
心
に
し
た
、
所
謂
、
一
つ
の
佛
教
概
論
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
「
成
業
論
」
も
、
同
じ
く
世
親
の
著
作
で
あ
る
「
唯
識
二
十
論
」
な
ど
の
場
合
に
お
け
る
と
同
様
に
甚
だ
簡
古
な
文
態
で

あ
る
だ
け
に
、
そ
れ
の
原
典
形
態
を
規
定
す
る
上
に
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
伝
承
す
る
善
慧
戒
（
留
日
鼻
哲
冨
）
の
註
釈
は
き
わ
め
て
価
値
の

あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
善
慧
戒
の
註
釈
は
、
チ
零
ヘ
ッ
ト
訳
本
論
の
テ
キ
ス
ト
た
る
寺
へ
き
も
の
の
殆
ん
ど
全
文
を
註
釈
の
中
に
引
用
し

て
そ
れ
を
解
釈
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
善
慧
戒
が
註
釈
を
作
る
に
当
っ
て
用
い
た
「
成
業
論
」
の
テ
キ
ス
ト
は
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
本
論

の
示
す
如
き
形
態
で
得
ら
れ
て
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
「
唯
識
二
十
論
」
に
対
す
る
調
伏
天
の
註
釈
な
ど
も
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
善
慧
戒
の
註
釈
も
、
そ
の
本
論
の
簡
古
な
文
態
を
、
よ
り
詳
細
な
、
具
体
的
に
拡
充
し
た
態
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
眼
前

成
業
論
の
原
典
に
対
す
る
一
疑
問

山
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唐
訳
は
、
原
典
に
対
し
て
多
く
の
言
葉
や
文
章
が
釈
述
的
に
補
足
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
原
文
が
説
述
的
に
潤
色
せ
ら
れ

て
、
原
典
の
文
意
を
よ
り
明
瞭
に
し
よ
う
と
し
た
跡
が
見
ら
れ
、
す
ぐ
れ
た
点
が
か
な
り
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、

芳
ば
し
く
な
い
と
見
ら
れ
る
個
所
も
な
い
で
も
な
い
。
旧
訳
不
正
義
を
叫
ん
で
佛
典
の
新
た
な
翻
訳
を
敢
行
し
た
玄
美
の
訳
出
に
よ
る

『
大
乗
成
業
論
』
は
、
他
の
玄
奨
所
訳
の
諸
論
害
と
同
じ
く
、
こ
の
論
本
に
つ
い
て
、
古
来
、
新
羅
大
賢
述
「
成
業
論
古
迩
記
』
一
巻

唐
代
文
備
述
『
成
業
諭
疏
』
一
巻
の
名
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
が
、
相
当
数
の
註
釈
書
が
述
作
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
現
存

の
唯
一
の
註
釈
害
で
あ
る
明
了
心
沙
門
慈
光
撰
『
成
業
論
文
林
紗
』
二
巻
（
寛
政
十
年
柵
毫
）
の
、
随
文
解
釈
の
始
め
に
も
、
こ
の
玄

英
訳
本
に
つ
い
て
古
来
の
註
釈
書
が
述
作
せ
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
、
世
親
の
「
成
業
論
」
と
言
え
ば
、
在
来
こ

の
唐
訳
が
専
ら
依
用
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
玄
英
訳
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

成
業
論
の
原
典
に
対
す
る
一
疑
問
一
三
七

に
提
示
し
、
そ
の
文
章
内
容
を
、
よ
り
客
観
的
に
適
確
に
把
握
せ
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
注
意
し
た
と
こ
ろ
て
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
「
成
業
論
」
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
先
述
の
チ
ミ
ヘ
ッ
ト
訳
本
の
外
、
漢
訳
に
伝
承
せ
ら
れ
て
い
る
、

元
魏
天
竺
三
蔵
毘
目
智
仙
訳
『
業
成
就
論
』
、
並
び
に
、
唐
沙
門
玄
英
奉
制
訳
『
大
乗
成
業
論
』
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
既
に
注
意
す

る
如
く
、
魏
訳
の
原
典
的
価
値
も
、
唐
訳
の
そ
れ
も
、
少
な
く
と
も
チ
、
、
ヘ
ッ
ト
訳
本
と
の
対
比
に
よ
っ
て
眺
め
る
と
、
魏
訳
の
言
葉
に

も
見
捨
て
難
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
魏
訳
の
『
業
成
就
論
』
は
唐
訳
の
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
そ
の
紙
数
か
ら
い
っ
て
も
唐
訳
の

ほ
ぼ
四
分
の
三
と
い
う
簡
略
な
形
態
で
あ
り
、
訳
語
の
上
に
も
統
一
が
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
論
本
の
文
章
を
辿
っ
て
「
成
業
論
」

の
全
巻
が
読
解
せ
ら
れ
る
と
は
思
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
同
じ
く
魏
の
時
代
に
訳
出
せ
ら
れ
た
毘
目
智
仙
と
聖
曇
流
支
と
の
共
訳
に
な

る
「
廻
諫
論
」
、
佛
陀
扇
多
訳
の
『
摂
大
乗
論
』
、
勒
那
摩
提
訳
の
『
究
寛
一
乗
宝
性
論
』
な
ど
に
も
↑
大
な
り
小
な
り
見
ら
れ
る
傾
向

マ
Ｑ
－
砺
延
李

で
坐
め
る
。



さ
て
、
「
成
業
論
」
の
唐
訳
は
、
魏
訳
が
『
業
成
就
論
』
と
い
う
論
名
で
掲
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
大
乗
成
業
論
』
の
論
名
で

伝
訳
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
成
業
論
」
が
大
乗
論
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
、
古
来
一
度
も
疑
義
が
挾
ま
れ
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
、
唯
一
の
註
釈
書
で
あ
る
『
文
林
紗
』
に
お
い
て
も
、
何
ら
そ
う
い
う
こ
と
に
ふ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ

る
訳
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
掲
げ
る
論
名
は
「
大
乗
」
の
語
を
附
け
て
い
な
い
が
、
チ
ベ
ッ
ト
の
伝
承
に
お
い
て
も
亦
同
じ
で
あ
っ

②

て
、
ブ
ン
ト
史
並
び
に
タ
ー
ラ
ナ
ー
タ
史
に
は
、
「
解
深
密
経
」
に
よ
っ
て
表
示
せ
ら
れ
る
終
末
法
輪
を
解
釈
し
、
弥
勒
の
教
義
と
結

合
し
た
二
十
の
諭
書
な
る
も
の
を
記
述
す
る
に
当
り
、
世
親
の
八
論
を
挙
げ
る
中
、
「
唯
識
三
十
頌
」
、
「
唯
識
二
十
論
」
、
「
五
悪
諭
」
、

③

「
釈
軌
論
」
な
ど
と
共
に
「
成
業
論
」
の
名
を
掲
げ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
「
成
業
論
」
が
中
国
と
チ
ベ
ッ
ト
と
の
伝
承
に
お
い
て
大
乗
諭
書
の
中
に
加
え
ら
れ
、
殊
に
玄
美
が
『
大
乗
成
業
論
』

④

と
す
る
如
き
こ
と
は
、
ラ
モ
ッ
ト
教
授
も
「
成
業
論
研
究
」
の
第
二
部
に
お
い
て
、
「
成
業
論
」
が
大
乗
論
で
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う

点
に
つ
い
て
級
細
な
分
析
を
試
み
た
如
く
、
き
わ
め
て
疑
問
視
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ラ
モ
ッ
ト
教
授
の
そ
れ
は
、
「
成
業
論
」

の
性
格
を
よ
く
理
解
し
た
勝
れ
た
業
績
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
善
慧
戒
の
註
釈
に
よ
っ
て
「
成
業
論
」
を
見
れ
ば
、
そ
こ

に
は
更
に
別
に
考
慮
を
要
す
る
も
の
が
あ
り
、
補
訂
批
判
を
要
す
べ
き
も
の
も
あ
っ
て
、
か
つ
て
、
ラ
モ
ッ
ト
教
授
の
所
説
の
概
要
を

補
訂
し
つ
つ
紹
介
叙
述
し
、
若
干
そ
れ
に
つ
い
て
の
批
論
を
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。
「
成
業
論
」
が
大
乗
諭
書
と
し
て
支
持
せ
ら
れ
得

な
い
わ
け
は
、
次
に
指
摘
す
る
よ
う
な
本
論
の
内
容
の
種
々
な
点
か
ら
承
認
せ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

■■■■■
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Ｂ
善
慧
戒
は
「
成
業
論
」
の
註
釈
の
初
め
に
「
所
知
内
在
論
言
当
且
ご
副
目
騨
‐
ぐ
圏
騨
）
が
有
外
境
論
（
園
ご
胃
昏
曾
‐
ぐ
目
四
）
の

宗
を
遮
遣
し
て
、
そ
し
て
自
ら
の
意
趣
を
説
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
論
は
成
立
せ
し
め
ら
れ
て
ゆ
く
」
（
拙
著
、
五
六
頁
）
と
述

べ
て
い
る
如
く
、
「
成
業
論
」
は
～
佛
陀
が
身
語
意
の
三
業
を
説
い
た
そ
の
三
業
の
自
性
を
、
誤
り
な
く
了
解
し
説
示
す
る
た
め
に
、

業
に
関
す
る
代
表
的
な
諸
学
派
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
業
の
思
想
を
評
難
し
つ
つ
、
業
の
あ
り
方
を
弁
証
す
る
の
で
あ
る
が
、
世
親
が

名
指
し
を
し
て
枚
挙
し
て
い
る
諸
先
旧
師
及
び
学
派
は
、
大
徳
世
友
、
日
出
論
者
、
赤
銅
鎌
部
、
大
衆
部
、
化
地
部
（
唐
訳
の
み
）
な

ど
、
す
、
へ
て
小
乗
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
部
派
佛
教
に
属
す
る
諸
問
題
が
提
示
せ
ら
れ
、
論
議
せ
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
先
ず
注
意
せ
ら
れ
る
、
へ
き
で
あ
ろ
う
。

。
そ
こ
で
先
ず
、
毘
婆
沙
師
有
部
の
所
説
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
有
部
で
は
思
業
を
も
っ
て
意
業
と
な
し
、
思
已
業
は
身
語
の
二

業
で
あ
る
と
す
る
が
、
そ
の
身
語
の
二
業
と
は
、
外
的
に
身
と
語
と
の
行
作
が
発
動
し
て
内
心
の
所
思
を
表
わ
す
点
に
よ
っ
て
、
身
表

業
、
語
表
業
の
名
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
有
部
で
は
、
そ
の
身
表
業
を
も
っ
て
、
思
な
る
心
所
よ
り
発
生
し
な
が
ら
恩
と
は
別
々
な
形

色
の
体
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
有
部
の
存
在
論
に
お
け
る
そ
の
形
色
の
実
有
な
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
が
吟
味
批
判
せ
ら

れ
る
。
然
る
に
、
「
成
業
論
」
で
は
、
そ
の
形
色
が
顕
色
よ
り
別
に
あ
る
と
す
る
有
部
の
形
色
の
極
微
実
有
説
を
破
析
し
て
、
形
色
の

極
微
積
集
は
顕
色
の
極
微
聚
よ
り
他
に
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
顕
色
の
極
微
が
積
聚
せ
ら
れ
た
施
物
・
聚
色
を
認
め
て
い
る
。

⑤

す
な
わ
ち
、
顕
色
の
極
微
聚
に
お
い
て
仮
法
と
し
て
身
表
形
色
を
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
「
唯
識
二
十
論
」
の
第
十
一
偶
以
下
に
お
い
て
は
、
一
実
と
し
て
色
法
の
極
微
を
破
析
し
、
一
実
と
し
て
の
極
微

成
業
論
の
原
典
に
対
す
る
一
疑
問
一
三
九
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が
存
在
し
得
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
の
積
聚
し
た
態
も
成
立
し
得
な
い
と
し
て
、
こ
の
「
成
業
論
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
経
量
部
的
帰

結
か
ら
、
更
に
、
唯
識
へ
結
帰
せ
し
め
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
成
業
論
」
と
の
相
異
が
見
ら
れ
る
。

日
次
に
、
有
部
か
ら
派
生
し
た
と
言
わ
れ
る
一
切
所
貴
部
、
す
な
わ
ち
正
量
部
の
行
動
身
表
説
が
評
難
せ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
正
量
部
の
、
法
の
刹
那
生
滅
を
設
定
し
、
法
の
持
続
・
行
動
（
盟
巳
の
色
が
あ
る
と
す
る
思
想
を
、
経
量
部
の
立
場
か
ら
否

定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
正
量
部
に
お
い
て
は
、
実
と
し
て
形
色
は
無
で
あ
る
か
ら
、
身
が
動
く
位
態
の
去
（
窓
ｇ
が
表
で
あ
っ
て

形
色
が
表
で
は
な
い
と
い
い
、
行
動
を
所
縁
と
す
る
心
よ
り
の
所
生
は
身
表
で
あ
り
、
し
か
も
、
有
部
と
同
じ
く
、
そ
の
行
動
を
色
処

て
あ
る
と
主
張
す
る
。
有
部
の
如
く
、
長
短
方
円
と
い
う
個
々
の
あ
り
方
に
殊
別
し
て
考
え
た
形
色
で
は
な
く
し
て
、
行
動
と
い
う
～

よ
り
具
体
的
な
事
実
を
色
処
と
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
行
動
と
い
う
具
体
的
な
わ
れ
わ
れ
の
事
実
を
、
プ
ド
ガ
ラ
と
い
う

法
の
下
に
考
え
よ
う
と
す
る
正
量
部
が
、
そ
の
統
一
的
な
プ
ド
ガ
ラ
の
行
動
で
あ
る
と
、
考
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
う
い
う
も
の
を
捉
え
よ
う
と
し
な
が
ら
、
し
か
も
、
そ
れ
を
も
っ
て
色
処
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
思
想
は
、
有
部

が
具
体
的
な
法
を
抽
象
的
な
事
体
に
殊
別
し
、
そ
れ
を
客
体
的
な
物
と
し
て
考
え
よ
う
と
し
た
思
想
と
同
じ
傾
向
の
上
に
あ
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
行
動
身
表
説
に
対
し
て
も
評
難
せ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
世
親
が
「
倶
舎
論
」
業
品
巻
十
三
の
初
め

⑥

（
冠
導
二
ｂ
）
に
お
い
て
、
有
余
部
が
，
身
表
業
の
体
は
行
動
で
あ
る
と
す
る
思
想
を
破
し
て
い
る
も
の
と
、
同
じ
立
場
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
倶
舎
論
」
破
我
品
に
お
け
る
犢
子
部
の
有
我
説
の
論
破
な
る
も
の
が
、
「
成
業
論
」
に
そ
の
ま
ま
見
出
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
正
量
部
の
行
動
身
表
説
は
、
破
我
品
に
お
け
る
正
量
部
・
犢
子
部
の
プ
ド
ガ
ラ
説
。
有
我
説
と
関
連
の
な

い
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
成
業
論
」
は
、
経
量
部
の
立
場
か
ら
正
量
部
の
プ
ド
ガ
ラ
説
を
論
破
す
る
「
倶
舎
論
」
の
破
我
品

と
一
連
の
思
想
の
上
に
展
開
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。

一
四
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然
る
に
、
そ
う
い
う
別
法
な
る
自
体
の
未
決
定
な
る
も
の
を
持
ち
出
さ
な
く
と
も
、
そ
う
い
う
も
の
を
心
差
別
所
生
の
風
界
で
あ
る

⑧

と
す
れ
ば
よ
い
と
し
て
、
「
心
差
別
よ
り
風
界
が
生
ず
る
」
と
い
う
経
部
の
思
想
の
一
端
を
表
示
し
て
い
る
。
こ
の
思
想
は
、
「
倶
舎

論
」
破
我
品
（
冠
導
一
三
ａ
）
に
、
勝
論
所
立
の
如
き
我
な
く
し
て
身
業
の
成
立
を
説
く
場
合
に
も
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
ｐ
し
か
し
、

⑨

そ
の
風
界
も
そ
れ
は
触
処
の
所
摂
で
あ
る
か
ら
可
見
で
な
く
、
従
っ
て
、
表
と
は
な
ら
な
い
と
論
じ
、
そ
れ
に
関
連
し
た
色
法
的
（
８
周
‐

⑩

宮
目
①
巴
）
な
も
の
の
あ
り
方
か
ら
は
如
何
に
し
て
も
身
表
は
成
立
し
な
い
と
論
究
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
に
も
述
べ
る
如
く
、
「
倶
舎
論
」
破
我
品
は
世
親
の
経
量
部
的
立
場
が
そ
の
ま
ま
表
わ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
お

成
業
論
の
原
典
に
対
す
る
一
疑
問
一
四
一

し
か
も
、
そ
の
正
量
部
に
お
け
る
行
動
の
思
想
、
す
な
わ
ち
、
色
法
と
し
て
の
物
が
移
動
す
る
と
い
う
思
想
に
対
し
て
、
「
中
論
」

の
槻
去
来
品
に
理
解
さ
れ
る
如
き
中
観
説
的
な
一
つ
の
論
議
の
展
開
と
な
っ
て
、
経
部
と
し
て
の
刹
那
滅
諭
の
立
場
か
ら
そ
れ
を
論
破

⑦

せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

卿
そ
の
よ
う
に
、
有
部
と
正
量
部
と
に
お
け
る
身
表
業
色
法
説
が
論
破
せ
ら
れ
て
、
次
に
、
経
部
の
中
の
一
部
族
で
あ
る
日
出
論

者
の
身
表
業
が
標
挙
せ
ら
れ
る
。
日
出
論
者
で
は
、
刹
那
に
減
す
る
諸
法
が
余
境
に
生
起
す
る
囚
と
し
て
の
別
法
な
る
も
の
が
色
処
の

所
摂
で
あ
っ
て
、
実
は
世
間
で
い
う
行
動
で
あ
り
、
そ
れ
は
心
の
差
別
よ
り
生
ず
る
も
の
で
、
そ
れ
が
手
足
な
ど
に
お
い
て
生
起
す
る

か
ら
身
表
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
心
差
別
所
生
の
別
法
な
る
身
表
を
、
前
の
二
派
と
同
じ
く
色
法
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る

か
ら
、
「
成
業
論
」
と
し
て
は
、
そ
う
い
う
色
法
な
ら
ば
顕
色
の
如
く
見
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
可
見
の
法
で
あ
る
と
は
言
わ

れ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
他
に
表
示
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
表
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
と
別
法
と
い
っ
て
い
る
け
れ
ど
も

そ
の
別
法
の
自
体
が
規
定
せ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
別
法
と
は
言
い
な
が
ら
、
そ
れ
は
存
在
性
を
も
ち
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
破
析
し

て

い

く，
0



い
て
も
「
倶
舎
論
」
破
我
品
の
そ
れ
と
同
じ
内
容
が
見
ら
れ
る
点
か
ら
い
っ
て
、
経
量
部
の
立
場
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
し
て
「
成
業
論
」
の
経
量
部
的
な
立
場
は
、
日
出
論
者
の
そ
れ
よ
り
相
異
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

㈲
業
が
果
を
報
い
る
問
題
に
関
説
し
て
、
有
部
は
、
三
世
に
法
体
が
実
有
で
あ
る
と
い
う
宗
軌
に
立
っ
て
、
「
過
去
の
業
が
あ
る
」

と
い
う
。
そ
の
見
解
で
は
、
業
の
作
用
が
已
に
減
し
て
過
去
と
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、
無
表
業
が
果
と
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

従
っ
て
、
そ
の
業
の
体
は
減
せ
ず
し
て
恒
有
で
あ
る
と
な
す
の
で
あ
る
。

そ
の
見
解
に
対
し
て
、
「
成
業
論
」
は
、
先
ず
過
去
と
は
過
ぎ
去
っ
た
位
態
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
無
で
あ
り
、
先
に
存
在
し
て
い
た

も
の
に
過
去
と
い
う
名
を
与
え
る
の
で
、
作
用
が
減
し
、
そ
れ
の
体
が
過
去
に
お
い
て
実
と
し
て
恒
存
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
評
難

⑪

す
る
。
そ
こ
に
は
、
経
部
に
お
け
る
現
在
有
体
、
過
未
無
体
と
い
う
存
在
に
対
す
る
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
更
に
「
成
業

論
」
で
は
、
そ
う
い
う
体
の
恒
存
す
る
過
去
の
業
か
ら
、
果
が
生
起
す
る
と
い
う
如
き
見
解
は
、
「
自
体
が
恒
有
で
あ
り
、
但
、
位
態

の
変
化
に
よ
っ
て
因
果
の
差
別
が
成
立
す
る
」
と
い
う
数
諭
流
の
転
変
説
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
法
の
因
縁
所
生
と
い
う
刹
那
滅
論
の

侵
害
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
追
求
す
る
。

そ
う
い
う
過
難
は
、
過
去
の
業
の
法
体
に
つ
い
て
あ
り
得
る
の
み
な
ら
ず
、
法
体
が
恒
有
な
る
に
お
い
て
は
、
未
来
も
ま
た
現
在
の

⑫

如
く
果
を
生
起
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
っ
て
、
法
体
恒
有
諭
に
難
点
が
伏
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
「
成
業
論
」
自
身
と
し
て
は
、
業
か
ら
果
を
引
生
す
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
業
に
よ
っ
て
識
の
刹
那
減
相
続
が
薫
習
せ
ら

れ
、
そ
の
習
気
・
種
子
が
長
養
せ
ら
れ
、
そ
の
相
続
転
変
差
別
に
よ
っ
て
果
が
生
起
す
る
と
い
う
、
経
部
の
思
想
を
支
持
す
る
こ
と
を

⑬

述
べ
て
い
る
。

経
部
宗
と
し
て
は
、
業
か
ら
果
へ
の
つ
な
が
り
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
「
思
に
よ
っ
て
心
相
続
が
重
習
せ
ら
れ
、
そ
こ

四
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に
功
能
の
差
別
が
生
じ
、
そ
の
功
能
・
種
子
の
転
変
す
る
差
別
か
ら
当
果
を
生
起
す
る
」
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
思
想
圏
内
に

お
い
て
も
、
種
々
の
意
見
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
諸
種
の
見
解
が
評
難
せ
ら
れ
、
以
っ
て
世
親
自
身
に
お
い
て
の
見
解
が
明
ら

か
に
せ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
世
親
の
所
宗
の
経
部
に
対
し
て
、
善
慧
戒
は
、
「
初
め
の
部
族
な
る
分
別
の
法
門
を
思
量
す

る
人
々
」
ｅ
§
も
○
官
丙
彦
瀞
？
冨
尉
Ｒ
ｐ
四
日
も
閏
昏
９
２
‐
冒
巨
呂
○
の
烏
琶
Ｈ
ｐ
四
日
‐
鳴
自
の
‐
医
の
①
目
印
も
２
頁
色
目
四
日
四
‐
ぐ
喝
①
笛
‐

く
ぎ
ロ
自
畷
‐
Ｑ
ロ
胃
冒
曾
胃
樹
制
Ｉ
Ｃ
巴
俳
時
目
）
な
る
学
派
名
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈱
「
成
業
論
」
の
最
後
の
条
項
の
と
こ
ろ
で
は
、
著
者
の
立
場
と
し
て
三
業
に
つ
い
て
の
解
釈
が
展
開
し
て
い
る
。
他
の
有
外
境

論
者
が
身
語
の
二
業
を
色
的
（
８
弓
○
篇
①
巴
）
に
考
え
る
の
に
対
し
て
、
「
業
は
思
の
差
別
で
あ
る
」
と
い
う
経
部
の
所
宗
に
従
う
の
で

あ
り
、
そ
の
思
が
「
作
さ
ん
と
し
、
意
を
現
作
す
る
」
形
態
に
お
い
て
業
で
あ
る
、
と
表
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
身
業
と
は
、
「
身

を
動
作
す
る
業
」
で
あ
る
と
い
い
、
か
く
の
如
く
、
思
と
相
応
す
る
相
続
か
ら
、
余
方
に
生
起
す
る
因
と
し
て
の
風
界
を
引
き
起
し
、

以
っ
て
身
を
動
発
す
る
と
き
、
そ
の
思
を
身
業
と
い
い
、
語
業
と
は
、
意
味
を
了
解
せ
し
む
る
よ
う
な
特
別
な
音
声
と
し
て
の
句
を
発

起
す
る
思
で
あ
る
と
述
慧
へ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
成
業
論
」
の
世
親
の
立
場
は
、
思
に
「
審
盧
す
る
は
た
ら
き
」
と
「
決
定
す
る
は

た
ら
き
」
と
、
「
動
発
す
る
は
た
ら
き
」
と
の
三
種
が
考
え
ら
れ
る
中
、
有
部
の
立
場
が
そ
れ
ら
三
種
と
も
思
業
、
即
ち
意
業
で
あ
る

⑭

の
に
対
し
て
、
「
動
発
す
る
は
た
ら
き
」
を
身
語
の
二
業
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
成
業
論
」
の
い
う
「
業
と
は
、
眼
等
の
作
用

宮
国
司
）
と
し
て
の
業
で
は
な
く
し
て
へ
作
さ
ん
と
す
る
意
を
現
作
し
、
実
行
上
（
ぐ
乱
乱
日
時
鯉
）
の
業
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
如

く
、
こ
の
業
の
思
想
は
、
中
観
説
に
お
い
て
、
能
作
業
、
所
作
業
の
相
依
相
待
の
故
に
仮
説
と
し
て
の
業
が
許
容
せ
ら
れ
る
と
い
っ
た

業
説
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
具
体
的
な
全
存
在
が
思
と
い
う
造
作
し
行
動
す
る
態
を
も
っ
と
こ
ろ
に
、
「
実
行
上
の
業
が
あ
る
」
と

述
令
へ
て
い
る
の
で
あ
る
。

成
業
論
の
原
典
に
対
す
る
一
疑
問

四
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㈲
》
か
っ
て
指
摘
し
た
如
く
、
「
成
業
論
」
に
引
証
せ
ら
れ
て
い
る
経
典
が
唯
一
の
例
外
を
除
い
て
、
そ
の
経
名
の
挙
げ
ら
れ
て
い

る
も
の
、
そ
う
で
な
い
も
の
、
す
べ
て
「
十
間
経
」
「
大
拘
稀
羅
経
」
「
業
道
契
経
」
（
玄
英
訳
の
み
）
「
中
阿
含
」
「
雑
阿
含
」
な
ど
、

所
謂
小
乗
の
経
典
で
あ
る
。
た
だ
唯
一
の
例
外
と
は
「
解
深
密
経
」
の
偶
が
二
回
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
世
親
の
所
宗
の

⑮

経
量
部
は
、
異
熟
識
の
建
立
に
つ
い
て
、
「
解
深
密
経
」
心
意
識
相
品
の
終
末
の
偶
と
、
そ
れ
に
先
行
し
て
別
の
二
行
偶
（
称
友
の
「
倶

舎
論
註
』
破
我
肺
に
も
引
用
）
が
証
権
（
胃
四
日
習
騨
）
と
し
て
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
善
慧
戒
は
そ
の
二
行
偶
を
も
っ
て
上

⑯

座
馬
鳴
の
語
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
本
文
に
見
ら
れ
る
如
く
、
著
者
の
世
親
が
異
熟
識
の
こ
と
を
説
く
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
同
じ

所
説
は
す
で
に
馬
鳴
が
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
と
し
て
、
上
座
馬
鳴
の
語
を
証
権
と
し
て
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
世
尊
も
亦
「
解
深
密

大
乗
経
」
に
お
い
て
そ
れ
を
説
い
て
い
る
と
言
っ
て
、
「
解
深
密
経
」
の
偶
を
一
の
聖
教
量
と
し
て
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
は
自
分
の
所
属
す
る
宗
の
依
用
す
る
聖
教
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
論
題
の
解
明
の
た
め
に
、
大
乗
と
称
す
る
「
解

深
密
経
」
な
る
経
典
の
中
に
、
同
じ
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
と
す
る
意
味
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
「
成
業
論
」
の
結
び
の
と
こ
ろ
で
、

「
三
業
は
世
尊
の
説
き
給
う
と
こ
ろ
〔
に
し
て
、
そ
れ
を
輪
伽
行
派
の
〕
方
軌
を
も
っ
て

よ
く
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
〔
有
外
境
論
者
の
〕
解
釈
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
」

と
い
い
、
善
慧
戒
は
「
〔
爺
伽
行
的
宗
見
に
従
え
る
か
く
の
如
き
〕
所
説
の
方
軌
は
、
す
べ
て
、
世
尊
が
聖
解
深
密
と
入
枅
伽
な
ど
の

そ
れ
ぞ
れ
の
経
の
中
に
広
く
宣
説
し
給
う
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
註
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
阿
頼
耶
識
に
よ
っ
て
業
説

の
展
開
せ
ら
れ
る
こ
と
が
経
中
に
お
い
て
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
う
い
う
所
論
の
当
然
な
形
態
は
爺
伽
唯
識
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、

「
成
業
論
一
の
世
親
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
阿
頼
耶
識
説
は
経
中
に
お
い
て
も
唱
導
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る

一
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け
れ
ど
も
、
そ
れ
』

と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
「
成
業
論
」
は
、
世
親
が
大
乗
教
と
し
て
の
礒
伽
唯
識
説
を
知
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
影
響
も
せ
ら
れ
な
が
ら
、
ま
だ
大

乗
教
へ
の
転
回
の
機
会
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
思
想
史
的
な
位
置
に
位
し
た
と
き
の
も
の
と
判
断
す
る
他
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
成
業
論
」
に
お
い
て
諭
伽
行
派
に
近
接
し
た
思
想
と
し
て
、
異
熟
識
の
性
格
や
、
阿
頼
耶
識
に
つ
い
て
密
意
趣
を
語
る
け
れ
ど
も

そ
れ
ら
は
唯
識
説
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
完
成
形
態
が
体
系
づ
け
ら
れ
る
に
至
る
ま
で
の
原
始
唯
識
説
の
形
態
と
も
称
す
識
へ
き
も
の
で
あ

っ
て
、
ま
だ
爺
伽
行
派
の
よ
う
な
唯
識
説
を
成
就
し
た
形
態
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
唯
識
二
十
論
」
の
そ
れ
に
至
っ
て
密
意
趣
の
弁

証
法
的
究
寛
形
態
が
よ
く
展
開
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
大
乗
と
し
て
の
面
目
が
表
明
せ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

上
に
述
べ
る
如
き
諸
点
か
ら
理
解
せ
ら
れ
て
く
る
よ
う
に
、
「
成
業
論
」
に
お
け
る
世
親
に
お
い
て
は
、
部
派
佛
教
的
な
境
識
倶
右

説
が
ほ
と
ん
ど
終
末
期
に
近
づ
い
て
お
り
、
「
成
業
論
」
は
唯
識
へ
転
入
す
る
直
前
と
い
う
点
に
位
置
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
琉
伽

唯
識
は
、
具
体
的
に
は
「
解
深
密
経
」
の
三
時
の
教
判
や
、
「
唯
識
二
十
論
」
第
十
偶
以
下
の
叙
述
に
示
す
如
く
、
思
想
史
的
に
中
観

⑰

説
の
弁
証
に
お
い
て
、
論
立
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
成
業
論
」
が
大
乗
論
で
あ
る
と
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
中
国
、
及
び
、

チ
・
ヘ
ヅ
ト
の
伝
承
は
、
そ
の
ま
ま
承
認
せ
ら
れ
る
わ
け
に
い
か
な
い
と
言
え
よ
う
。
「
成
業
論
」
が
そ
う
な
る
た
め
に
は
「
経
量
部
が

⑱

大
乗
者
で
あ
る
」
と
い
う
覚
賢
の
所
伝
の
如
き
が
、
よ
り
具
体
的
に
論
証
せ
ら
れ
る
機
会
を
待
つ
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
稿
に
叙
述
す
る
よ
う
な
点
は
、
既
に
拙
著
「
世
親
の
成
業
論
』
（
昭
和
二
十
六
年
十
二
月
、
法
蔵
館
）
に
お
い
て
言
及
し
た
の
で
あ
る
が
、
「
成

成
業
論
の
原
典
に
対
す
る
一
疑
問
一
四
五

そ
れ
に
よ
っ
て
業
説
が
決
択
せ
ら
れ
る
に
つ
い
て
は
、
爺
伽
行
派
の
方
軌
と
そ
れ
に
関
す
る
職
伽
行
派
の
経
典
と
に
よ
る

三



①
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
記
「
世
親
の
成
業
論
」
に
お
い
て
推
究
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
も
言
及
す
る
で
あ
ろ
う
。
最
近
、
平
川
彰
編
「
倶

舎
論
索
引
』
第
一
部
（
一
九
七
三
）
の
序
言
で
も
関
説
せ
ら
れ
た
。

②
両
．
○
房
Ｈ
昌
昌
①
Ｈ
訳
、
団
○
鳥
腸
弓
．
認
ｌ
弓
．
缶
．
降
冨
①
甘
①
Ｈ
訳
、
や
］
閉
ゞ
も
出
馬
参
照
。

③
こ
の
「
成
業
論
」
の
中
に
も
一
回
、
こ
の
書
名
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
述
雲
へ
て
い
る
。

釈
軌
論
中
に
も
、
今
日
一
切
の
経
が
現
に
見
ら
れ
て
い
る
の
で
な
い
と
証
明
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
諸
経
中
に
明
瞭
に
説
か
れ
て
い
な
い
か

ら
と
い
っ
て
、
阿
頼
耶
識
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
。

と
。
こ
の
よ
う
に
「
成
業
論
」
の
著
者
が
「
釈
軌
論
」
の
こ
と
を
関
説
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
釈
軌
諭
」
の
方
が
「
成
業
論
」
よ
り
先
に
著
わ

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
言
い
方
に
よ
れ
ば
、
阿
頼
耶
識
説
を
有
す
る
経
典
な
る
も
の
は
へ
世
親
の
歴
史
的
世
界
に
は
未
だ
与
え

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
拙
著
「
世
親
の
成
業
論
」
、
一
二
三
、
一
二
八
’
三
一
○
頁
参
照
。

④
Ｆ
ｑ
ｇ
融
鳥
目
具
①
号
ぐ
開
号
四
目
目
・
属
肖
日
騨
め
箇
号
巷
国
冨
３
口
四
．
昌
陛
騨
品
＄
呂
旨
Ｂ
ｍ
Ｒ
ｇ
目
合
菖
ロ
①
”
』
８
日
①
弓
、
己
誤
．

⑤
「
倶
舎
論
」
巻
十
三
（
冠
導
四
ｂ
）
に
、
経
量
部
の
所
説
と
し
て
こ
こ
に
見
ら
れ
る
思
想
と
同
様
の
も
の
が
出
さ
れ
て
い
る
。
「
智
心
髄
集
」

の
経
量
部
に
関
す
る
叙
述
の
中
に
、
「
識
は
境
の
形
相
（
幽
圃
目
）
を
具
し
て
生
ず
る
」
と
い
っ
て
、
色
を
心
の
作
用
の
内
容
に
お
い
て
眺
め
な

が
ら
、
而
も
「
積
聚
せ
る
色
な
き
に
あ
ら
ず
」
と
述
尋
へ
て
い
る
も
の
は
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
如
き
経
量
部
の
性
格
を
、
あ
る
態
に
お
い
て
要
述
し

た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
拙
著
「
中
観
佛
教
論
孜
』
、
二
九
六
’
三
○
○
頁
参
照
。

な
お
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
成
業
論
」
の
所
説
は
拙
著
、
本
文
解
釈
「
三
、
毘
婆
沙
師
の
身
表
業
説
に
対
す
る
評
難
」
の
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑥
「
倶
舎
論
」
光
記
で
は
正
量
部
の
所
宗
と
す
る
が
、
称
友
の
「
倶
舎
論
疏
」
で
は
犢
子
部
の
所
宗
と
す
る
。
詳
し
く
は
拙
著
「
世
親
の
成
業

論
」
、
七
八
’
七
九
頁
参
照
。

註

一
四
六

業
論
」
を
中
心
に
し
て
何
か
草
す
る
よ
う
と
の
「
佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
」
編
集
者
か
ら
の
依
頼
に
よ
っ
て
草
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
委
細
は
前
記
拙
著

を
参
見
さ
れ
た
い
。



な
お
、
こ
の
心
差
別
よ
り
風
界
云
盈
の
言
葉
は
、
唐
訳
で
は
日
出
論
者
の
主
張
の
如
く
に
訳
述
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
向
田
永
静
氏

が
魏
訳
を
依
用
し
て
の
批
評
に
も
指
摘
し
て
い
る
如
く
、
世
親
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
チ
、
、
ヘ
ッ
ト
訳
に
よ
り
確
か
め
ら
れ
る
。
向
田
永
静
「
成
業

論
の
註
釈
的
研
究
」
（
『
宗
教
研
究
』
第
六
年
第
一
号
所
収
、
九
二
頁
）
、
拙
著
「
世
親
の
成
業
論
一
、
二
九
頁
、
二
三
頁
註
①
③
参
照
。

⑨
風
界
は
触
処
所
摂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
関
係
文
献
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
世
親
の
成
業
論
』
、
一
二
五
頁
註
②
を
参
見
さ
れ
た
い
。

⑩
本
論
に
「
表
は
施
設
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
実
と
し
て
有
な
る
も
の
で
は
な
い
」
（
拙
著
、
一
二
五
頁
）
と
も
い
う
。
こ
の
思
想
は
経
量
部
の
所

宗
と
し
て
「
倶
舎
論
」
に
も
標
示
せ
ら
れ
て
い
る
。
（
巻
十
三
、
冠
導
六
ａ
）

⑪
善
慧
戒
は
「
過
去
等
が
実
体
と
し
て
あ
る
こ
と
が
理
に
相
応
し
な
い
こ
と
の
事
情
は
、
百
等
の
偶
論
中
に
、
別
に
広
く
証
明
せ
ら
れ
て
い
る
」

云
々
と
述
需
へ
て
お
り
、
「
四
百
論
」
が
そ
の
こ
ろ
、
か
か
る
間
迦
の
領
域
に
お
い
て
注
意
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
拙
著
、
一
四
○

頁
、
一
四
一
頁
註
⑤
参
照
。

⑫
こ
れ
ら
の
所
説
は
、
「
倶
舎
論
」
巻
二
十
（
冠
導
五
ｂ
、
六
ｂ
な
ど
）
に
お
い
て
毘
婆
沙
師
有
部
の
三
世
実
有
を
破
し
、
経
量
部
の
立
場
か
ら

表
明
し
て
い
る
も
の
と
同
じ
思
想
的
立
場
を
表
わ
し
て
い
る
。
拙
著
、
一
四
一
頁
註
⑧
、
一
五
二
頁
註
②
③
参
照
。

⑬
「
倶
舎
論
」
巻
三
十
（
冠
導
一
三
ｂ
）
に
見
ら
れ
る
も
の
と
同
じ
思
想
的
立
場
を
表
わ
し
て
い
る
。
拙
著
、
一
四
五
頁
註
③
参
照
。
な
お
、
共

著
『
世
親
唯
識
の
原
典
解
明
』
、
六
五
頁
註
③
に
も
指
摘
す
る
如
く
、
「
相
続
転
変
差
別
」
の
差
別
に
対
し
て
、
慈
恩
の
述
記
で
は
特
別
な
解
釈
と

な
っ
て
い
る
。

⑭
「
成
業
論
」
の
こ
れ
ら
の
所
述
と
、
「
倶
舎
論
」
に
お
け
る
経
部
の
そ
の
所
説
と
は
大
体
に
お
い
て
一
致
す
る
が
、
「
倶
舎
論
」
の
所
説
は
「
成

業
論
」
に
比
べ
、
世
親
の
意
見
が
組
織
的
な
体
系
を
も
っ
て
充
分
に
表
わ
れ
て
い
な
い
憾
み
が
あ
る
と
学
者
は
注
意
し
て
い
る
。
舟
橋
一
哉
『
業

の
研
究
』
、
五
六
’
五
七
頁
参
照
。

成
業
論
の
原
典
に
対
す
る
一
疑
問
一
四
七

③⑦
九
頁
） こ

こ
に
見
ら
れ
る
「
成
業
論
」
の
所
述
は
、
拙
著
、
本
文
解
釈
「
五
、
行
動
身
表
説
に
対
す
る
批
難
」
の
下
を
参
照
さ
れ
た
い
・

こ
の
所
述
は
拙
著
、
本
文
解
釈
「
七
、
日
出
論
者
の
心
差
別
所
生
の
別
法
と
し
て
の
身
表
説
の
批
難
ｂ
」
の
下
に
見
ら
れ
る
。
（
拙
著
、
二

の
所
説
は
「
成

舟
橋
一
哉
『
業



⑰
特
に
唐
訳
の
そ
れ
は
、
そ
の
論
書
名
と
し
て
「
大
乗
」
の
語
が
補
足
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
の
唯
一
の
註
釈
害
で
あ
る
「
文
林
妙
」
に
お
い
て

も
、
そ
れ
が
大
乗
諭
書
と
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
何
ら
疑
義
を
挾
む
こ
と
な
く
、
「
此
論
悉
指
一
大
小
之
岐
路
一
」
云
盈
の
言
葉
よ
り
始
ま
っ
て
、

「
大
乗
成
業
論
』
が
註
釈
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
成
業
論
」
に
表
わ
れ
て
い
る
思
想
史
的
な
立
場
は
上
に
述
、
へ
る
如
き
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
唐
訳
の
そ
れ
は
特
別
な
立
場
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
唐
訳
に
お
い
て
は
、
原
文
を
説
述
的
に
潤
色
し
て

表
わ
す
仕
方
を
と
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ
れ
ら
の
中
、
原
文
の
文
意
が
そ
の
ま
ま
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
か
れ
こ
れ
注
意
せ
ら
れ

一
四
八

⑮
桜
部
建
「
破
我
品
の
研
究
」
（
「
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
皿
、
二
○
頁
）
参
照
。

⑯
「
成
業
論
」
で
は
、
異
熟
識
の
存
在
性
を
聖
教
と
理
趣
と
に
よ
っ
て
論
証
し
て
、
そ
こ
に
有
情
的
な
存
在
の
主
体
性
が
お
か
れ
て
い
る
。
月
称

の
「
入
中
論
」
に
よ
る
と
、
唯
識
説
に
い
う
「
自
証
」
（
い
く
ｐ
３
Ｂ
ぐ
己
）
の
教
義
は
唯
識
が
経
量
部
の
そ
れ
か
ら
依
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
伝
え

て
い
る
が
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
と
、
経
量
部
な
る
学
派
は
、
唯
識
説
の
建
立
せ
ら
れ
る
に
つ
い
て
の
重
要
な
素
材
を
提
供
し
た
と
い
う
こ
と

側
本
論
に
．
類
の
有
外
境
論
に
よ
る
滅
尽
定
有
心
説
」
が
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
従
来
は
唐
訳
の
示
す
ま
ま
に
、
経
量
部
の
一
転
計
と
し

て
の
尊
者
世
友
の
滅
尽
定
細
心
説
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
そ
う
と
の
み
定
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
善
慧
戒
の
註
釈
に
示
す
と
こ
ろ

に
よ
っ
て
明
瞭
に
な
る
。
チ
、
ヘ
ッ
ト
訳
の
本
文
の
こ
こ
に
は
「
細
心
」
な
る
語
が
見
出
さ
れ
な
い
し
、
毘
目
智
仙
訳
に
も
そ
の
語
は
出
さ
れ
て
い

な
い
。
「
倶
舎
論
」
巻
五
の
個
所
に
も
「
滅
尽
猶
有
細
心
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
玄
英
訳
だ
け
で
、
そ
れ
の
真
諦
訳
に
も
チ
、
ヘ
ッ
ト
訳
に
も
「
細
」

の
語
は
な
い
。
称
友
の
「
倶
舎
論
疏
」
に
も
出
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
善
慧
戒
が
一
類
の
有
外
境
論
者
の
一
類
例
と
し
て
世
友
の
間
諭
を
叙

述
し
、
経
量
部
の
異
派
で
あ
る
と
も
、
別
の
部
族
で
あ
る
と
も
言
っ
て
い
な
い
点
か
ら
考
え
る
と
、
唐
訳
の
示
す
如
き
「
経
量
部
の
一
転
計
と
し

て
の
世
友
の
滅
尽
定
細
心
説
」
な
る
も
の
の
伝
承
に
は
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。
（
拙
著
、
一
六
八
’
一
六
九
頁
及
び
一
七
○
頁
註
仙
参
照
）

⑥
ま
た
、
「
業
と
果
と
の
つ
な
が
り
に
関
し
て
の
滅
尽
定
有
心
説
に
つ
い
て
、
一
類
の
経
量
部
・
造
論
者
世
親
の
宗
旨
に
よ
る
解
釈
」
の
条

項
で
も
、
従
来
『
文
林
抄
』
で
は
こ
の
一
類
の
経
量
部
を
前
述
の
細
心
説
論
者
の
世
友
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
善
慧
戒
の
註
に
よ
っ
て

に
も
な
る
の
で
あ
る
》
フ
。

て
ノ
、
る
の
で
證
の
る
。



明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
世
親
の
宗
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
世
親
の
所
宗
の
経
量
部
に
対
し
て
善
慧

戒
は
学
派
名
を
も
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
本
稿
二
、
㈲
の
下
参
照
）

⑥
そ
の
他
、
前
註
③
に
も
記
す
よ
う
に
、
心
差
別
よ
り
風
界
云
々
の
言
葉
が
、
唐
訳
で
は
日
出
論
者
の
主
張
の
如
く
に
訳
述
せ
ら
れ
て
い
る

も
の
や
、
拙
著
六
三
頁
⑩
に
注
意
せ
ら
れ
て
く
る
も
の
な
ど
、
必
ず
し
も
唐
訳
に
お
い
て
原
典
を
直
訳
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

⑥
玄
美
の
学
流
に
つ
い
て
、
か
つ
て
若
干
推
究
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
護
法
唯
識
説
の
特
徴
と
し
て
、
「
証
自
証
分
」
に
つ
い
て
普
寂
も

注
意
し
て
い
る
如
く
、
玄
跿
訳
親
光
等
菩
薩
造
「
佛
地
経
論
」
巻
三
に
は
、
四
分
説
が
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
護
法
の
弟
子
戒
賢
造
と
し
て
伝

え
ら
れ
る
チ
ベ
ッ
ト
訳
「
佛
地
経
釈
」
に
は
、
そ
れ
が
見
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
護
法
の
学
説
に
つ
い
て
熟
知
せ
る
月
称
も
、
ま
た
月
称
以
後

の
寂
天
、
更
に
は
プ
ラ
ジ
ュ
’
一
ヤ
ー
カ
ラ
マ
テ
ィ
に
お
い
て
も
遂
に
そ
れ
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
証
自
証
分
」
が
護
法
の
学
説
で
あ
る

と
す
る
伝
承
の
史
実
性
は
、
イ
ン
ド
唯
識
の
領
域
に
お
い
て
客
観
的
に
甚
だ
稀
薄
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
（
詳
細
は
拙
著
「
佛

教
に
於
け
る
無
と
有
と
の
対
論
」
、
三
四
八
’
三
六
三
頁
参
見
さ
れ
た
い
。
）

⑥
ま
た
、
イ
ン
ド
佛
教
思
想
史
上
、
重
要
な
諭
書
と
し
て
そ
の
当
時
に
流
行
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
「
観
所
縁
論
」
に
対
し
て
も
、
玄
共
訳
が

見
ら
れ
、
護
法
直
系
と
称
し
て
い
る
そ
の
玄
奨
の
訳
文
の
中
に
、
義
浄
訳
護
法
造
「
観
所
縁
諭
釈
』
に
引
用
せ
ら
れ
る
本
文
の
如
く
に
、
本
文
の

文
章
を
表
出
し
て
い
な
い
点
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
（
共
著
「
世
親
唯
識
の
原
典
解
明
」
、
四
四
六
頁
註
⑦
、
及
び
、
四
五
二
頁
註
⑧
参
照
）
㈹

あ
る
い
は
、
調
伏
天
の
「
唯
識
一
十
論
釈
疏
」
の
あ
る
個
処
に
お
け
る
解
釈
で
、
義
浄
訳
護
法
造
「
成
唯
識
宝
生
論
』
の
所
説
と
一
致
す
る
も
の

が
あ
り
、
そ
の
同
じ
事
項
に
お
い
て
、
護
法
正
系
を
宗
と
す
る
玄
英
訳
『
唯
識
二
十
論
」
、
及
び
慈
恩
大
師
窺
基
の
述
記
の
解
釈
す
る
と
こ
ろ
と
、

必
ず
し
も
一
致
し
な
い
も
の
が
見
出
さ
れ
る
。
（
『
世
親
唯
紬
の
原
典
解
明
」
、
二
三
頁
註
仙
、
二
五
頁
註
⑪
参
照
）
先
に
も
証
自
証
分
の
イ
ン
ド

的
根
源
性
に
つ
い
て
、
玄
奨
慈
恩
系
以
外
の
護
法
の
上
に
、
そ
の
証
自
証
分
の
見
出
さ
れ
難
い
こ
と
を
注
意
し
た
の
で
あ
る
が
、
玄
奨
慈
恩
系
の

伝
来
の
上
に
、
そ
う
い
う
点
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
唐
訳
の
示
す
『
大
乗
成
業
論
」
な
る
論
書
名
も
、
そ
う
い
う
玄
炎
、
慈
恩
に
伝
来
す
る

特
別
の
学
説
形
態
に
よ
っ
て
い
る
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

⑬
拙
著
『
中
観
佛
教
論
孜
」
、
三
○
○
’
三
○
一
頁
参
照
。

成
業
論
の
原
典
に
対
す
る
一
疑
問
一
四
九


