
大
乗
佛
教
の
精
華
の
一
つ
と
し
て
、
ゆ
る
ぎ
な
い
地
歩
を
築
い
て
い
る
『
華
厳
経
』
が
、
ど
の
よ
う
に
業
の
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い

る
か
。
ま
た
、
そ
の
経
に
則
っ
て
展
開
し
て
い
る
華
厳
教
学
が
、
そ
の
課
題
に
つ
い
て
ど
れ
だ
け
体
系
的
な
思
索
を
深
め
る
こ
と
が
で

き
た
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
現
存
の
資
料
を
み
る
か
ぎ
り
で
は
明
確
な
答
え
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

経
典
は
そ
も
そ
も
、
思
想
を
体
系
的
に
述
べ
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
『
華
厳
経
』
の
中
に
「
業
」
に
つ
い

て
の
ま
と
ま
っ
た
叙
述
が
み
ら
れ
な
い
の
は
、
驚
く
に
価
い
し
な
い
こ
と
と
も
い
え
る
。
し
か
し
経
典
の
み
な
ら
ず
、
華
厳
教
学
に
お

い
て
も
そ
れ
に
つ
い
て
の
組
織
的
な
論
述
が
な
さ
れ
な
い
の
は
、
こ
の
教
学
自
体
に
そ
れ
と
は
別
な
立
場
が
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
主
要
な
観
点
を
「
空
。
縁
起
」
の
理
解
に
置
い
て
、
そ
の
具
体
的
あ
ゆ
み
と
し
て
の
菩
薩
道
の
展
開
を
述
べ
る
と
こ

ろ
に
、
こ
の
経
の
主
た
る
関
心
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
れ
ば
、
流
転
の
現
実
の
中
に
迷
没
し
つ
つ
あ
る
凡
夫
の
妄
情
を
破
っ
て
、
真
に

独
尊
的
で
あ
る
主
体
の
確
立
を
目
指
す
「
行
」
こ
そ
は
課
題
と
な
っ
て
も
、
闇
か
ら
闇
へ
と
流
さ
れ
る
衆
生
の
流
転
業
は
問
題
と
は
な

ら
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
菩
薩
の
行
こ
そ
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
裏
面
に
は
そ
れ
を
擬
げ
て
止
ま
な
い
衆
生
の
業
行
が
あ
る
で
あ

華
厳
に
お
け
る

｜
は
じ
め
に

業
性
の
論
理
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ろ
う
。
そ
れ
を
超
克
す
る

は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る

そ
こ
で
こ
の
小
論
で
は
、
散
見
す
る
に
す
ぎ
な
い
業
に
つ
い
て
の
記
述
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
『
華
厳
経
』
及
び
華
厳
教
学
が

「
業
の
課
題
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
方
を
し
て
い
る
か
、
そ
の
理
解
に
は
ど
の
よ
う
な
特
質
が
み
ら
れ
る
か
、
そ
れ
ら
の
問
題
に

つ
い
て
い
さ
さ
か
論
考
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
お
も
に
依
拠
と
す
る
の
は
晋
訳
六
十
巻
の
『
華
厳
経
』
で
あ

り
、
そ
の
注
釈
で
あ
る
賢
首
法
蔵
の
『
探
玄
記
』
で
あ
る
。

も
と
よ
り
業
と
は
、
意
思
を
体
と
し
て
成
り
立
つ
行
為
の
す
、
へ
て
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
行
為
を
成
立
せ
し
め
る
意
思
自
体
が
無
明

に
お
お
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
行
為
も
ま
た
あ
る
暗
さ
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
業
が
単
な
る
行
為

と
し
て
で
は
な
く
、
「
惑
業
」
と
熟
さ
れ
て
あ
る
暗
さ
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
以
上
の
ご
と
き
無
明
と
業
と
の
切
っ
て
も
切

れ
な
い
関
係
か
ら
み
て
当
然
の
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
切
衆
生
類
無
量
煩
悩
業
由
二
斯
結
業
一
故
趣
趣
受
二
諸
有
一
（
大
正
９
．
四
五
七
ｂ
）

と
は
、
『
華
厳
経
』
が
結
業
に
纒
わ
れ
た
も
の
と
し
て
衆
生
を
規
定
す
る
例
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
叙
述
は
大
部
な
こ
の
経
の

中
で
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、
衆
生
を
時
間
的
に
み
て
衆
多
の
生
を
生
き
る
も
の
と
理
解
す
る
か
、
あ
る
い
は
空
間
的
に
捉
え
て
生

き
と
し
生
け
る
も
の
と
解
す
る
か
は
別
と
し
て
、
そ
の
生
の
全
体
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
基
盤
に
量
り
し
れ
な
い
煩
悩
と
業
の
連
繋
を

み
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

華
厳
に
お
け
る
業
性
の
論
理
二
四
五

そ
れ
を
超
克
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
菩
薩
の
あ
ゆ
み
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
無
碍
に
そ
れ
ら
の
問
題
を
捨
て
さ
る
こ
と

二
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煩
悩
と
は
結
縛
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
衆
生
と
し
て
流
転
の
現
実
を
生
き
ざ
る
を
得
な
い
も
の
は
、
自
ら
あ
る
ゞ
へ
き
方
向

を
求
め
て
生
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
志
向
す
る
意
思
自
体
に
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
限
定
を
こ
う
む
り
、
そ
れ
に

依
止
す
る
こ
と
な
し
に
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
免
が
れ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
と
し
て
流
さ
れ
て
い
る
。
望
ま
し
い
方
向
を
求
め
て
努
力
す

る
と
い
っ
て
も
、
何
が
望
ま
し
く
何
が
望
ま
し
く
な
い
か
を
判
断
す
る
規
準
そ
の
も
の
が
明
ら
か
で
な
い
。
そ
の
よ
う
な
危
ふ
や
な
と

こ
ろ
で
選
択
を
迫
ら
れ
、
そ
こ
で
自
ら
の
方
向
を
決
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
あ
る
意
思
そ
の
も
の
に

結
縛
を
纏
い
つ
か
せ
な
が
ら
、
盲
目
的
に
行
為
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
し
て
あ
る
と
こ
ろ
に
、
一
切
の
衆
生
の
類
の
現
実
が
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
煩
悩
結
縛
は
衆
生
の
心
理
作
用
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
業
の
す
．
へ
て
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、

意
思
を
体
と
し
て
行
為
せ
ざ
る
を
得
な
い
我
々
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
意
思
を
規
定
し
て
く
る
無
明
煩
悩
の
た
め
に
、
行
為
と
結
縛

と
は
相
乗
作
用
を
な
し
て
衆
生
の
運
命
を
決
定
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
煩
悩
を
基
礎
と
す
る
業
と

業
を
基
礎
と
す
る
煩
悩
と
の
相
関
関
係
を
免
が
れ
る
こ
と
な
し
に
、
無
限
に
流
転
す
る
状
況
の
変
化
が
五
趣
・
六
道
と
い
わ
れ
る
の
で

あ
り
、
そ
れ
が
衆
生
の
現
実
と
し
て
転
回
し
て
止
ま
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
惑
業
苦
の
三
事
は
迷
い
の
構
造
を
連
続
的
に
形
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
お
い
て
の
み
衆
生
の
流
転
の
州
を
捉
え
る

厳
し
い
認
識
は
、
原
始
佛
教
以
来
の
正
統
的
な
人
間
理
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
『
華
厳
経
』
も
ま
た
そ
の
原
則
を
踏
み
は

ず
す
も
の
で
は
な
い
。
世
間
と
い
わ
れ
る
あ
る
限
界
蜻
況
の
中
に
埋
没
し
な
が
ら
、
生
と
死
の
輪
を
絶
え
ず
転
回
さ
せ
て
い
く
。
そ
の

こ
と
こ
そ
が
根
元
的
な
苦
悩
の
現
実
を
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
苦
の
苦
で
あ
る
所
以
を
知
り
得
な
い
と
こ
ろ
に
、
衆
生
が
結

局
衆
生
で
し
か
あ
り
得
な
い
理
由
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
生
死
の
苦
の
も
っ
て
い
る
恐
る
べ
き
陥
奔
は
、
そ
の
中
に
流
さ
れ
て
い
る
も

の
に
と
っ
て
は
何
ら
恐
る
簿
へ
き
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
こ
そ
、
衆
生
の
次
の
如
き
現
実
が
あ
る
の
で
あ
る
。

二
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一
切
衆
生
類
悉
皆
三
世
摂
三
世
渚
衆
生
皆
為
二
五
陰
摂
一

五
陰
従
レ
業
起
諸
業
因
レ
心
起
心
法
猶
如
レ
幻
衆
生
亦
如
し
是

世
間
非
二
自
作
一
亦
復
非
二
他
作
一
不
し
知
二
真
実
性
｝
生
死
輪
常
転

所
謂
世
間
転
皆
悉
是
苦
転
衆
生
不
し
知
故
生
死
輪
常
転
（
大
正
９
．
四
六
五
ｂ
）

こ
こ
で
衆
生
は
、
先
ず
最
初
に
過
・
現
・
未
の
三
世
に
摂
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
所
謂
、
時
間
的
存
在
と
し
て
、

あ
る
限
ら
れ
た
時
の
中
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
衆
多
の
生
を
生
き
る
も
の
の
現
実
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
間

的
存
在
と
し
て
の
衆
生
の
主
体
と
い
っ
て
も
、
五
陰
と
し
て
知
ら
れ
る
身
心
の
総
合
体
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
身
心
の
機
能
を
離

れ
て
あ
り
得
な
い
衆
生
の
あ
り
方
は
、
結
局
「
業
」
に
よ
っ
て
そ
う
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
は
日
常
的
あ
り
方
の

中
で
何
故
そ
の
よ
う
に
考
え
た
り
感
じ
た
り
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
う
し
て
手
足
は
そ
の
よ
う
に
動
く
の
か
、
そ
の
よ
う
な
疑
問
を

も
つ
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
そ
の
場
合
原
因
は
偶
発
的
な
と
こ
ろ
に
求
め
ら
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
機
能
し
得
る
行
為
を

稚
み
重
ね
て
き
た
結
果
、
そ
う
な
る
の
で
あ
る
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

①

で
は
、
そ
の
よ
う
な
業
は
何
に
因
っ
て
起
っ
た
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
け
ば
、
「
心
」
す
な
わ
ち
意
思
を
無
視
で
き
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
業
の
体
は
思
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
教
学
的
理
解
が
、
こ
こ
に
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
要
す

る
に
衆
生
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
成
り
立
つ
基
底
に
は
「
心
」
と
し
て
の
意
思
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
五
陰
と
業
と
心
の
関
係
を
捉
え
る
の
は
、
教
理
的
に
事
新
し
い
見
解
で
は
な
い
。
だ
が
、
あ
ら
ゆ
る
存

在
と
そ
の
機
能
の
根
基
と
し
て
の
心
法
が
、
絶
え
ず
流
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
ら
実
体
的
に
捉
え
ら
る
隷
へ
き
で
は
な
い

と
こ
ろ
に
注
目
し
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
成
立
っ
て
い
る
衆
生
と
い
っ
て
も
、
幻
の
ご
と
き
も
の
で
し
か
な
い
と
断
定
す
る
の
は
、
『
華

華
厳
に
お
け
る
業
性
の
論
理
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四
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厳
経
』
の
特
質
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
生
死
に
流
転
し
迷
妄
に
沈
む
も
の
と
し
て
の
衆
生
と
い
っ
て
も
、
何

ら
実
体
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
い
得
る
認
識
が
、
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
な
の
か
。
そ
の
こ
と
の
も
つ
重
要
な
意
味
に
充

分
留
意
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
問
題
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

常
恒
に
転
ず
る
と
い
わ
れ
る
流
転
の
業
を
苦
と
感
ず
る
時
、
我
々
は
そ
れ
を
感
受
す
る
主
体
と
し
て
の
衆
生
そ
れ
自
身
と
、
そ
の
衆

生
の
生
活
環
境
と
し
て
の
世
間
を
↑
何
ら
か
の
意
味
で
固
定
化
し
て
考
え
て
い
る
。
感
ず
る
主
体
が
あ
る
か
ら
感
じ
ら
れ
る
も
の
が
あ

り
、
行
為
す
る
衆
生
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
衆
生
に
よ
っ
て
行
為
さ
れ
る
業
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
必
ず
何
か
の
有
が
前
提
さ
れ
る
と

こ
ろ
に
我
為
の
も
の
の
見
方
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
見
解
に
立
つ
か
ぎ
り
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
現
状
に
な
っ

た
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
自
ら
糊
し
て
そ
う
な
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
他
の
誰
か
の
為
し
た
行
為
に
よ
っ
て
そ
う

な
っ
た
の
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
白
と
他
、
為
し
た
も
の
と
為
さ
れ
た
こ
と
等
さ
ま
ざ
ま
な
対
立
閃
係
に
お
い
て
も
の
の
あ
り
方
を
見
る

立
場
に
は
、
必
ず
も
の
の
実
体
化
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
理
解
さ
れ
た
主
体
は
決
し
て
真
の
主
体
そ
の
も
の
に
は
な

ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
作
な
り
他
作
な
り
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
業
と
そ
の
主
体
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す

る
方
法
に
は
重
要
な
意
義
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
目
の
確
立
し
な
い
と
こ
ろ
で
い
か
に
主
体
を
考
え
、
そ
の
成

立
の
場
所
と
し
て
の
世
間
を
云
々
し
て
み
て
も
、
捉
え
た
こ
と
そ
の
こ
と
の
誤
り
に
よ
っ
て
、
捉
え
ら
れ
た
も
の
全
体
が
も
の
の
真
相

を
失
う
こ
と
に
な
る
危
険
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

衆
生
と
い
い
世
間
と
い
い
、
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
煩
悩
と
い
い
業
と
い
っ
て
も
↑
そ
れ
が
何
故
に
苦
と
し
て
転
ず
る
こ
と
に
な
り

ま
た
無
限
の
輪
廻
を
停
止
す
る
こ
と
が
な
い
の
か
。
そ
の
こ
と
の
真
相
に
気
づ
く
こ
と
の
な
い
根
源
的
錯
覚
こ
そ
、
実
に
は
幻
化
に
す

一
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衆
生
の
流
転
の
現
実
と
は
以
上
の
よ
う
な
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
に
な
る
と
、
諸
法
の
実
相
を
実
相
の
ま
ま
に
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な

い
と
こ
ろ
に
そ
の
決
定
的
な
過
誤
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
事
実
の
具
体
相
を
何
ら
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
な
し
に
行
動
し
、
自
ら
の

窓
意
的
予
想
を
唯
一
の
手
が
か
り
に
し
て
も
の
ご
と
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
あ
り
方
が
、
い
か
に
危
険
極
ま
り
な
い
も

の
で
あ
る
か
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
危
機
の
瀬
戸
際
に
立
っ
て
そ
の
盲
い
た
歩
み
を
進
め
つ
つ
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
行
為
の
危
さ
に
つ

い
て
何
ら
危
倶
の
念
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
に
ま
さ
に
、
衆
生
を
迷
え
る
も
の
と
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
元

華
厳
に
お
け
る
業
性
の
論
理
一
画
九

一
切
衆
生
造
一
作
無
量
諸
不
善
業
一
因
一
是
業
一
故
受
二
無
量
苦
争
不
し
見
一
如
来
↓
不
レ
間
二
正
法
一
不
し
識
二
浄
僧
司
此
諸
衆
生
具
有
二
無

量
大
悪
罪
業
〈
応
し
受
二
無
量
無
辺
楚
聿
露
（
大
正
９
．
四
八
九
ｂ
）

と
い
わ
れ
る
所
以
も
自
ら
明
ら
か
に
な
る
が
、
こ
の
経
説
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
衆
生
と
は
そ
も
そ
も
無
量
の
不
善
業
を
造
作
す
る

も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
無
量
の
苦
を
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
量
の
苦
に
陥
る
不
善
業
を
犯
さ

ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
生
き
て
い
る
た
め
に
「
不
見
如
来
～
不
聞
正
法
…
…
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
如
来
を
見
ず
正

法
を
聞
か
な
い
た
め
に
大
悪
罪
業
を
具
足
し
て
無
量
の
楚
毒
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
と
も
い
え
る
。
そ
こ
に
は
全
く
円

環
的
に
作
用
す
る
迷
妄
の
世
界
が
あ
り
、
相
い
関
連
し
て
衆
生
を
流
転
へ
追
い
た
て
る
絶
対
矛
盾
が
あ
る
の
で
あ
る
。

ぎ
な
い
も
の
を
実
体
化
し
て
常
恒
に
転
じ
さ
せ
る
基
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
衆
生
の
業
と
い
っ
て
も
、
見

る
ぺ
き
も
の
を
見
ず
、
聞
く
べ
き
も
の
を
聞
か
ず
、
そ
し
て
識
る
ゞ
へ
き
も
の
を
識
る
こ
と
の
な
い
こ
と
か
ら
州
結
す
る
当
然
の
結
果
に

る
べ
き
も
の
を
見
ず
、

す
ぎ
な
い
の
て
あ
る
。

三
非
有
の
業
性
に
つ
い
て



衆
生
と
は
業
性
を
離
れ
ざ
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
そ
こ
に
衆
生
の
本
質
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
衆
生
が
衆
生
で
あ
る
か
ぎ
り
業
性
は
衆

生
を
動
か
し
て
迷
妄
へ
か
り
た
て
る
も
の
と
な
ろ
う
。
業
性
と
衆
生
と
の
関
係
が
以
上
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
衆
生
で

あ
る
か
ぎ
り
業
性
を
免
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
が
！
そ
の
反
面
か
ら
み
れ
ば
衆
生
と
い
う
あ
る
固
定
概
念
を
打
破
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
業
性
も
ま
た
無
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
無
い
も
の
を
有
る
と
し
、
有
る
も
の
を
無
い
と
す
る
と
こ
ろ
に
顛
倒

の
本
質
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
に
立
っ
て
『
華
厳
経
』
が

衆
生
虚
妄
取
謂
レ
之
為
二
真
実
一
分
別
離
二
衆
生
一
業
性
不
し
可
レ
得

業
性
無
二
所
有
一
衆
生
身
非
し
真
種
種
無
量
色
亦
復
無
二
来
処
一

一
切
諸
形
色
業
性
難
一
思
議
一
雌
し
見
無
二
所
有
一
識
性
亦
如
し
是
（
大
正
９
．
四
六
五
ｂ
ｌ
Ｃ
）

②

と
述
ぺ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
業
性
の
無
実
体
を
指
摘
す
る
の
は
正
当
な
見
解
を
示
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
の
大
意
は
、

ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
衆
生
は
妄
り
に
取
著
し
て
誤
っ
て
捉
え
た
も
の
を
真
実
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ

的
理
由
が
あ
る
と
も
い
え
る
。

き
坐
ｂ
の
で
↑
め
ろ
』
フ
。

誤
っ
た
も
の
の
見
方
の
原
理
と
な
る
の
は
、
誤
り
を
誤
り
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
真
実
を
真
実
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
、
全
く
愚
に
も
つ
か
な
い
錯
誤
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
顛
倒
に
立
つ
と
こ
ろ
に
こ
そ
衆
生
の
現
実
は
あ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
ら
の
立
場
に
固
執
し
て
、
そ
の
場
を
守
れ
ば
守
る
ほ
ど
、
実
際
に
は
そ
の
場
が
お
び
や

か
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
誠
実
な
行
為
（
善
業
）
と
は
何
で
あ
る
か
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
な
し
に
、
善
意
の
つ
も
り
で
他
を
疎
外

す
る
と
い
う
全
く
矛
盾
し
た
あ
り
方
が
そ
こ
に
現
出
す
る
。
そ
れ
を
成
立
た
せ
る
原
理
的
行
為
こ
そ
「
業
性
」
と
い
わ
れ
て
し
か
る
ゞ
へ

二
五
、
）



う
な
分
別
が
衆
生
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
業
性
も
得
錬
へ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
る
。
そ
も
そ
も
業
性
と
は
有
る
も
の
で
は
な
く
＄

そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
種
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
衆
生
身
も
真
実
な
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
形
あ
る
も
の
も
ま
た
、
何
ら
か
の

実
体
を
根
拠
に
し
て
そ
う
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
ゞ
へ
て
の
形
あ
る
も
の
を
そ
う
な
ら
し
め
て
い
る
業
性
は
思
議
に
よ
っ
て
理

解
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
↑
一
見
何
か
が
あ
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
れ
は
実
体
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
も
の
を
対
象
化

し
て
見
る
意
識
そ
れ
自
体
も
実
体
が
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
。

つ
ま
り
～
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
業
性
と
は
、
衆
生
が
衆
生
で
あ
る
た
め
の
成
立
根
拠
と
も
み
ら
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
が
＄
そ

れ
自
体
は
何
か
実
体
の
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
捉
え
よ
う
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
何
ら
か
の
行
為
に

お
い
て
あ
る
も
の
と
し
て
＄
衆
生
は
確
か
に
あ
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
諸
形
態
が
あ
る
よ
う
に
見
え
は
す

る
が
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
見
た
目
の
よ
う
に
確
実
な
根
拠
を
も
っ
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

根
拠
を
探
り
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
あ
る
よ
う
に
見
え
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
が
何
で
あ
る
か
を
確
か
め
よ
う
と
す
れ
ば
直
ち
に
雲
散
霧

消
し
て
し
ま
う
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
業
的
存
在
と
し
て
の
衆
生
と
い
っ
て
も
、
何
か
が
あ
っ
て
そ
う
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
何
ら
の
実
体
な
く
し
て
そ
う
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
掲
の
経
文
に
対
し
て
賢
首
法
蔵
は

一
明
二
業
非
有
↓
二
以
レ
業
類
し
身
身
亦
非
し
有
。
三
以
二
業
身
一
類
し
識
識
亦
非
し
有
。
（
大
正
弱
・
一
二
五
ａ
ｌ
ｂ
）

と
注
釈
す
る
が
、
衆
生
の
根
拠
と
し
て
の
業
の
非
有
に
よ
っ
て
、
衆
生
身
自
体
が
非
有
と
な
り
‐
そ
れ
を
あ
る
種
の
固
定
観
を
も
っ
て

見
る
と
こ
ろ
に
識
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
識
自
体
も
業
の
所
産
で
あ
る
た
め
に
非
有
と
な
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、

よ
く
経
の
趣
旨
を
捉
え
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

華
厳
に
お
け
る
業
性
の
論
理
二
五
一



二
五
二

③

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
業
性
の
非
有
も
し
く
は
不
可
得
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
こ
の
経
の
重
要
な
課
題
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
非
有
な
る
業
性
は
、
非
有
と
い
っ
て
も
単
な
る
否
定
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

菩
薩
道
の
展
開
と
し
て
の
生
き
た
歩
み
に
お
い
て
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
多
言
を
要
さ
な
い
。
一
切
の
固
定
化
を
破
る
と
は
、
も
の
を

有
化
す
る
傾
向
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
で
非
有
を
強
調
す
る
な
ら
ば
、
生
き
た
歩
み
こ
そ
非
有
で
あ
り
つ
つ
、
歩
み
そ
の

も
の
と
し
て
あ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

事
実
上
、
煩
悩
に
惑
わ
さ
れ
業
性
に
悩
む
も
の
と
し
て
の
衆
生
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
業
を
内
側
か
ら
転
じ
て
、
菩
薩
と

し
て
の
歩
み
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
。
い
か
に
し
て
そ
れ
が
可
能
と
な
り
、
業
性
の
具
体
的
展
附
を

ど
う
把
握
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
理
解
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
単
な
る
も
の
の
否
定
が
、
と
も
す
れ
ば
虚
無
化
す
る
危
険
を

孕
ん
で
い
る
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
危
機
を
こ
そ
突
破
し
て
真
に
目
山
に
し
て
主
体
的
な
歩
み
に
お
い
て

業
性
の
展
開
を
捉
え
る
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
。
そ
の
課
題
を
解
く
た
め
に
は
、
次
の
如
き
経
説
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
解
明
し
な
け

了
下
知
三
世
衆
生
類
悉
従
二
因
縁
和
合
一
起
上
善
解
二
煩
悩
諸
習
気
一
不
し
壊
一
一
諸
法
真
実
性
一

了
一
二
達
業
性
非
二
是
業
一
亦
復
不
し
壊
二
諸
業
性
一
又
亦
不
レ
壊
二
業
果
報
↓
宣
二
揚
讃
二
歎
縁
起
法
一

衆
生
所
し
生
無
し
有
し
生
亦
無
一
一
流
転
生
死
中
不
し
著
二
衆
生
↓
説
二
衆
生
『
善
能
随
二
順
諸
世
間
一
（
大
正
９
．
四
九
九
ｂ
）

こ
こ
に
い
わ
れ
る
衆
生
は
単
に
流
転
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
三
世
と
い
わ
れ
る
時
間
の
限
定
の
中
に
あ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ

の
あ
り
方
は
因
と
縁
と
の
和
合
に
よ
っ
て
現
象
化
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
衆
生
と
は
何
に
よ
っ
て

衆
生
と
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
本
質
が
徹
底
し
て
見
抜
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
衆
生
の
内
実
を
形
成
し
て
い
る

れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
る
誇
り
。



④

煩
悩
や
そ
の
習
気
も
、
い
か
な
る
あ
り
方
で
衆
生
そ
の
も
の
の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
な
す
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
の
こ
と
が
善
く
理
解

さ
れ
て
く
れ
ば
、
諸
法
は
諸
法
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
方
を
し
な
が
ら
、
そ
の
真
実
性
は
決
し
て
破
ら
れ
た
り
壊
さ
れ
た
り
す
る
こ

と
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
迷
え
る
も
の
は
迷
え
る
も
の
、
煩
悩
は
煩
悩
と
い
う
よ
う
に
そ
の
真
相
が
捉
え
ら
れ
れ
ば
、
捉
え
ら
れ

た
も
の
は
迷
妄
に
す
ぎ
な
く
と
も
、
そ
の
あ
り
方
の
真
実
が
真
実
と
し
て
顕
現
し
、
了
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
そ
こ

で
理
解
さ
れ
た
煩
悩
は
単
な
る
煩
悩
で
は
な
く
し
て
、
真
実
性
に
裏
づ
け
ら
れ
た
煩
悩
に
な
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
業
性
」
を
見
る
こ
と
に
す
る
と
、
業
性
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
単
な
る
迷
い
の
業
で
は
な
く
な
る
。
そ
こ

で
は
業
を
迷
い
と
規
定
す
る
根
拠
そ
の
も
の
に
何
ら
確
か
な
も
の
の
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
業
の

本
質
が
兄
透
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
業
と
い
っ
て
も
何
ら
通
途
の
意
味
で
の
暗
さ
に
お
い
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
く
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
所
謂
業
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
衆
生
が
衆
生
で
あ
る
か
ぎ
り
業
は
業
と
し
て

仮
現
の
ま
ま
に
そ
の
あ
り
方
を
保
持
し
、
業
の
果
報
も
ま
さ
し
く
果
報
と
し
て
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
す
識
へ
て
真
理
の
顕
現
で
あ
る

縁
起
法
の
正
当
性
を
宣
揚
し
讃
歎
し
て
止
ま
な
い
も
の
に
転
じ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
縁
起
法
の
真
実
な
る
こ
と
を
証

明
す
る
た
め
に
こ
そ
業
も
果
報
も
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
～
何
ら
迷
い
の
た
め
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
な
る
と
解
し
て
よ
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
衆
生
は
、
確
か
に
衆
多
の
生
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
生
は
何
ら
死
と
対
応
さ
れ
る
意
味
で
の
生

で
は
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
に
流
転
も
生
死
も
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
衆
生
を
衆
生
と
し
て
実
体
的
に
固
定
化

す
る
こ
と
な
く
、
固
定
化
か
ら
必
然
的
に
生
ず
る
執
着
に
も
堕
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
衆
生
を
衆
生
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
こ

と
こ
そ
が
善
く
す
で
に
迷
い
の
世
間
を
超
え
な
が
ら
、
世
間
を
世
間
と
し
て
認
め
、
そ
れ
に
随
順
し
て
そ
の
存
在
の
意
味
を
全
う
さ
せ

る
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

華
厳
に
お
け
る
業
性
の
論
理
二
五
三



以
上
の
如
く
三
段
に
分
け
ら
れ
る
一
連
の
経
文
に
対
し
て
『
探
玄
記
』
は
「
初
一
明
二
尽
レ
事
而
帰
や
理
、
二
不
し
磯
し
事
而
顕
レ
理
不

レ
凝
理
而
成
事
、
三
理
混
而
事
用
」
と
規
定
す
る
。
つ
ま
り
、
第
一
段
は
、
具
体
的
に
展
州
し
て
い
る
迷
妄
の
「
事
」
象
は
Ｉ
業
、

報
の
す
、
へ
て
は
こ
こ
に
入
る
が
Ｉ
こ
と
ご
と
く
普
遍
の
道
「
理
に
納
ま
る
。
理
法
界
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
段
は

事
を
磯
げ
ず
し
て
理
が
顕
わ
れ
、
理
を
擬
げ
ず
し
て
事
が
成
ず
る
と
い
う
所
謂
理
事
無
擬
法
界
が
説
か
れ
て
い
る
。
第
三
段
は
、
理
が

消
え
て
事
の
用
き
そ
の
も
の
と
な
る
事
法
界
を
述
奪
へ
る
段
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
三
種
の
義
類
の
関
係
を
総
体
的
に
捉
え

て
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
業
性
を
理
解
し
、
そ
の
は
た
ら
く
場
所
を
法
界
と
し
て
生
き
る
の
が
菩
薩
で
あ
る
が
、
そ
の
菩
薩
は
虚
妄
の
業
と
ど

の
よ
う
に
関
係
す
る
か
。
そ
れ
は
次
の
経
文
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
明
ら
か
に
な
る
。

菩
薩
摩
訶
薩
如
咳
是
善
根
廻
向
、
了
二
無
所
有
争
業
中
不
膨
取
二
虚
妄
報
一
報
中
不
し
取
二
虚
妄
業
一
離
一
諸
虚
妄
↓
入
二
深
法
界
（
心
常

安
二
住
勝
妙
善
根
一
遠
二
離
散
心
一
修
二
習
善
法
一
不
し
信
二
不
し
入
三
一
切
諸
法
一
不
し
見
レ
有
二
法
自
性
成
就
や
作
者
壊
者
皆
不
レ
可
し
得
、
知
三

一
切
法
悉
無
二
自
在
《
解
示
了
法
界
無
し
有
二
見
者
聿
無
し
有
噸
知
者
函

如
レ
是
菩
薩
摩
訶
薩
円
満
具
足
解
一
了
諸
法
《
得
二
一
切
法
衆
因
縁
地
一
見
二
切
法
身
争
離
欲
実
際
等
観
｝
諸
法
《
解
二
了
世
間
猶
如
一
一

変
化
《
明
二
達
衆
生
皆
是
一
法
分
別
無
三
不
し
捨
二
諸
業
境
界
方
便
却
於
二
有
為
界
一
出
二
無
為
界
一
而
亦
不
し
壊
一
有
為
之
性
却
於
一
無

為
界
一
出
二
有
為
界
一
而
亦
不
し
壊
二
無
為
之
性
詔

如
レ
是
菩
薩
摩
訶
薩
‐
楽
二
観
諸
法
寂
滅
之
柑
一
出
二
生
一
切
清
浄
善
根
《
皆
悉
廻
向
救
二
護
衆
生
毛
精
勤
修
二
習
離
愚
擬
法
一
深
達
二

明
了
一
切
法
海
一
以
二
虚
空
等
一
切
善
根
一
廻
向
、
具
二
足
無
上
堅
固
功
徳
《
得
し
離
二
凝
冥
一
明
二
浄
法
眼
一
善
知
二
方
便
一
廻
二
向
功
徳
記

二
五
四

善
知
二
方
便
一
廻
二
向
功
徳
《

（
大
正
９
．
四
九
六
ａ
ｌ
ｂ
）



由
二
上
三
義
混
同
一
際
一
是
故
涙
し
理
而
唯
事
、
未
二
嘗
事
而
非
穆
理
。
尽
レ
事
而
唯
理
、
未
二
曾
理
而
非
諺
事
耳
。

良
以
事
虚
攪
〃
理
無
二
不
し
理
之
事
一
理
実
応
似
縁
無
］
畷
し
事
之
理
如
故
此
三
門
或
破
レ
有
顕
レ
空
有
未
↓
｜
曾
損
｛
依
レ
空
立
レ
有
有
未
二
始

存
争
是
故
約
し
理
不
レ
隠
不
レ
顕
。
約
し
事
不
レ
存
不
レ
壊
。
恩
し
之
可
レ
知
。
（
大
正
弱
．
二
五
二
ｃ
）

こ
の
文
の
大
意
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
～
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
事
・
理
・
理
事
無
磯
の
三
義
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
特
質
を
も
っ
て
も
の
の
あ
り
方
の
領
域
を
現
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
切
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
な
く
、

混
然
一
体
で
あ
る
面
を
も
ち
な
が
ら
し
か
も
同
時
に
各
別
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
普
遍
的
真

実
と
し
て
の
「
理
」
の
面
を
さ
て
お
い
て
、
具
体
的
現
象
と
し
て
の
「
事
」
の
面
に
目
を
向
け
る
と
し
て
も
、
そ
の
事
は
理
そ
の
も
の

と
し
て
の
事
に
す
ぎ
ず
、
事
の
面
を
省
略
し
て
理
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
理
は
事
そ
の
も
の
と
し
て
の
理
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

よ
く
考
え
て
み
る
と
、
事
の
面
を
無
視
し
て
理
の
面
に
焦
点
を
あ
て
て
も
理
と
無
関
係
な
事
な
ど
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
ず
、
理
が

そ
の
本
質
を
現
わ
し
て
縁
に
応
じ
て
現
象
化
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
事
を
磯
げ
る
こ
と
に
な
る
理
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

そ
れ
故
、
此
の
三
門
に
お
い
て
は
、
「
有
」
を
否
定
し
て
「
空
」
を
顕
わ
し
て
も
、
有
は
少
し
も
損
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
空
に
依

っ
て
有
を
立
て
て
も
、
有
は
そ
も
そ
も
在
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
の
面
か
ら
み
れ
ば
隠
れ
も
せ
ず
顕
わ
れ
も

せ
ず
、
事
の
面
か
ら
み
て
も
存
す
る
こ
と
も
な
く
壊
れ
る
こ
と
も
な
い
。
そ
の
点
を
充
分
注
意
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
。

こ
こ
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
業
性
の
具
体
相
と
し
て
の
衆
生
の
現
実
を
「
事
」
の
「
有
」
と
し
て
規
定
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
空
と
し
て
否
定
さ
れ
な
が
ら
有
で
あ
る
よ
う
な
有
な
の
で
あ
り
、
空
に
裏
づ
け
ら
れ
て
あ
る
有
で
あ
る
た
め
に
、
そ
も
そ
も
の

始
め
か
ら
実
体
的
に
あ
る
有
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
有
は
理
の
面
か
ら
み
れ
ば
隠
れ
て
い
る
の
で
も
な
く
顕

わ
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
と
い
わ
れ
、
事
の
面
か
ら
み
て
も
在
る
の
で
も
な
く
滅
壊
す
る
こ
と
も
な
い
と
さ
れ
て
い
る
心
現
象
化
し
な

華
厳
に
お
け
る
業
性
の
論
理
二
五
五



以
上
の
観
点
に
立
っ
て
、
理
の
面
か
ら
業
を
み
る
と
、
第
一
段
の
経
文
に
あ
る
「
業
中
不
レ
取
二
虚
妄
報
一
…
…
」
の
語
は
、
「
謂
不
『
｜

因
中
計
し
果
果
内
計
頑
因
故
…
…
又
釈
、
業
空
不
レ
見
二
能
生
諺
報
、
報
空
不
レ
見
二
従
し
業
生
一
故
也
」
と
注
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
所
謂
、
因

⑤果
の
関
係
が
実
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
業
そ
の
も
の
が
空
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
報
を
生
ず
る
も
の
で
は
な
く

な
り
、
果
報
も
空
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
業
よ
り
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
「
不
し
信
二
不
し
入
三
一
切

諸
法
一
不
し
見
レ
有
二
法
自
性
成
就
一
」
の
文
は
、
「
以
レ
照
一
一
所
取
空
一
故
、
於
二
情
有
諸
法
一
而
不
二
信
入
《
求
二
彼
妄
法
之
有
一
不
し
見
二
自
性
《

而
是
成
就
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
も
の
が
空
ぜ
ら
れ
て
理
解
さ
れ
れ
ば
、
日
常
意
識
に
お
い
て
有
る
よ
う
に
み
え

て
い
る
も
の
を
、
真
に
あ
る
も
の
の
ょ
う
に
信
じ
た
り
す
る
こ
と
が
な
く
な
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
虚
妄
の
法
が
、
そ
れ
自
体
性
を

も
っ
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
二
段
の
理
事
無
畷
を
現
わ
し
て
い
る
経
文
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

謂
達
レ
理
而
不
し
礒
二
事
存
一
方
是
「
円
満
解
」
也
。
何
故
不
し
礪
レ
存
、
以
「
得
二
因
縁
地
一
」
故
。
此
解
一
縁
起
本
識
為
℃
地
＄
如
何

復
照
し
理
、
謂
則
於
二
此
因
縁
地
処
一
見
二
如
来
蔵
法
身
際
等
《
如
何
理
事
得
二
無
凝
《
照
以
二
等
観
一
故
也
。
又
何
故
此
事
同
レ
理
而
不

‐
畷
し
存
、
以
レ
解
一
世
間
如
恒
化
故
、
是
故
化
事
同
レ
理
而
現
。
「
明
達
衆
生
」
等
者
明
二
理
事
混
融
全
摂
無
曝
一
故
云
二
一
法
無
二
↓
又

由
二
此
事
既
与
レ
理
無
二
一
故
此
事
業
不
し
可
レ
捨
也
。
（
大
正
拓
・
二
五
三
ａ
）

引
続
い
て
「
有
為
界
よ
り
無
為
界
に
出
て
て
而
も
ま
た
有
為
之
性
を
壊
せ
ず
。
無
為
界
よ
り
有
為
界
に
出
で
て
而
も
ま
た
無
為
之
性

を
壊
せ
ず
」
（
大
正
９
．
四
九
六
ｂ
）
と
い
わ
れ
る
経
文
が
問
題
に
な
る
が
、
こ
れ
こ
そ
理
事
無
礪
の
論
拠
を
示
す
経
証
と
し
て
法
蔵
も

あ
る
。

が
ら
あ
る
も
の
の
在
り
方
を
、
そ
の
本
質
を
形
成
し
て
い
る
空
の
理
と
の
関
係
に
お
い
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

二

五

六



⑥

そ
の
著
の
処
右
に
引
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
事
を
尽
し
て
理
を
顕
わ
す
も
然
も
事
は
損
せ
ざ
る
が
故
に
於
有
為
等

と
い
い
、
理
を
混
じ
て
事
を
現
わ
す
も
然
も
理
は
隠
れ
ざ
る
が
故
に
於
無
為
等
と
い
う
。
此
れ
は
即
ち
事
を
損
せ
ず
し
て
尽
く
理
を
顕

わ
し
、
理
を
隠
さ
ず
し
て
現
事
を
涙
ず
。
是
の
故
に
為
と
無
為
と
は
二
も
無
く
不
二
も
無
き
故
な
り
」
（
大
正
調
．
二
五
三
ａ
）
と
注
釈

す
る
。
す
な
わ
ち
、
有
為
と
無
為
と
を
事
と
理
で
現
わ
せ
ば
、
理
と
な
っ
た
事
は
事
の
ま
ま
を
失
う
こ
と
な
し
に
理
に
即
し
て
は
た
ら

き
、
理
を
隠
し
て
事
と
な
っ
た
理
も
、
理
の
性
を
失
う
こ
と
な
し
に
事
と
し
て
は
た
ら
く
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
為
と
無
為
と
は

二
で
も
な
く
不
二
で
も
な
い
全
く
の
相
即
無
砺
の
関
係
に
な
る
。
そ
の
こ
と
が
こ
こ
に
端
的
に
現
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
『
華
厳
経
』
及
び
華
厳
教
学
が
「
業
」
の
問
題
を
取
上
げ
る
箇
処
は
あ
ま
り
多
く
な
い
と
は
す
で
に
述
べ
た
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
の
中
で
比
較
的
真
正
面
か
ら
そ
れ
に
つ
い
て
の
論
述
を
展
開
す
る
の
は
菩
薩
明
難
品
第
六
に
お
け
る
「
業
果
甚
深
」
の
箇
処
で

あ
る
。
こ
の
品
の
主
役
で
あ
る
文
殊
菩
薩
が
業
報
の
種
々
相
に
つ
い
て
宝
首
菩
薩
に
尋
ね
る
問
い
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ

こ
で
は
こ
の
経
の
業
に
対
す
る
理
解
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
お
お
よ
そ
の
課
題
が
提
示
し
尽
さ
れ
て
い
る

仏
子
、
一
切
衆
生
凹
大
、
悉
非
レ
我
非
二
我
所
争
云
何
衆
生
、
或
受
レ
苦
受
レ
楽
、
或
作
レ
悪
作
し
善
、
或
内
端
正
或
外
端
正
、
或
受
二

少
報
一
或
受
一
一
多
報
《
或
有
二
現
報
》
或
有
二
後
報
聿
然
諸
法
性
無
咳
善
無
し
悪
。
（
大
正
９
．
四
二
七
ｂ
ｌ
ｃ
）

す
な
わ
ち
、
一
切
の
衆
生
は
四
大
の
衆
合
体
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
実
体
と
し
て
の
我
は
な
く
我
が
も
の
と
す
曇
へ
き
も
の
も

あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
衆
生
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
苦
を
受
け
た
り
楽
を
受
け
た
り
、
悪
を
作
し
た
り
善
を
な
し
た

華
厳
に
お
け
る
業
性
の
論
理
二
五
七

と
思
わ
れ
る
。

四
業
果
甚
深
の
主
題



『
探
玄
記
』
の
理
解
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
こ
の
問
題
提
起
が
二
段
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
直
ち
に
肯
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
故
法
蔵
は
、
問
い
の
主
鼬
は
業
報
の
有
無
、
多
少
を
問
題
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
規
定
し
、
最
後
の
句
で
あ
る
「
然
諸
法
性
無

善
無
悪
」
は
、
主
難
に
対
す
る
反
論
を
予
定
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
重
ね
て
再
批
判
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
論
難
の
趣

旨
を
次
の
よ
う
に
即
解
し
て
い
る
。

此
中
難
意
、
若
四
大
中
無
我
者
誰
作
二
善
悪
｛
誰
能
受
レ
報
。
此
中
執
下
有
二
作
用
一
応
し
有
噸
作
者
毎
是
以
レ
用
徴
肱
体
難
。

設
小
乗
救
言
、
雌
し
無
一
一
我
人
作
者
『
然
有
二
善
悪
因
果
法
｝
故
得
し
如
レ
此
也
。
猶
是
法
執
、
故
重
難
云
、
然
於
二
法
性
一
無
シ
善
無
し
悪
、

此
顕
二
法
空
司
既
於
二
法
性
空
一
無
二
善
悪
《
若
無
二
作
者
一
更
因
二
何
法
｜
而
有
二
業
果
如
故
知
有
し
我
、
我
既
実
有
無
我
之
理
安
在
。
難

意
如
レ
此
・
（
大
正
弱
．
一
八
○
ｃ
）

此
の
難
に
お
い
て
は
、
も
し
四
大
の
中
に
何
ら
か
の
意
味
で
の
主
体
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
誰
が
一
体
善
悪
の
行
為
を
作
し
、
ま

た
そ
の
報
い
を
受
け
る
の
か
。
そ
れ
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
作
用
が
あ
る
な
ら
ば
必
ず
作
者
が
あ
る
は

ず
で
あ
る
と
い
う
予
定
概
念
で
も
の
を
み
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
立
場
に
立
つ
か
ぎ
り
も
の
に
用
き
の
あ
る
点
か
ら
類
推
し
て
そ

の
用
き
を
な
す
主
体
を
想
定
す
れ
ば
！
何
も
な
い
の
に
用
き
が
あ
る
の
は
お
か
し
い
こ
と
に
な
る
。

⑧

そ
れ
に
対
し
て
、
も
し
小
乗
的
立
場
か
ら
弁
護
し
て
、
我
・
人
・
作
者
と
い
わ
る
》
へ
き
も
の
は
何
も
無
い
け
れ
ど
も
、
善
悪
因
果
と

二
五
八

⑦

り
し
て
い
る
。
ま
た
、
美
醜
に
分
か
れ
る
容
姿
を
受
け
た
り
、
生
活
態
度
に
好
悪
の
違
い
が
生
じ
た
り
す
る
。
報
い
を
受
け
る
こ
と
に

多
少
の
差
異
が
現
わ
れ
、
あ
る
い
は
時
間
的
に
み
て
も
現
実
に
報
い
を
受
け
た
り
後
で
報
い
を
受
け
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は

ど
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
。
し
か
も
諸
の
法
性
に
は
善
も
悪
も
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て
業
報
に
差
異
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る

の
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。



い
う
の
は
も
の
の
道
理
と
し
て
の
法
則
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
法
は
人
我
の
否
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
存
在
す
る
と
い
っ
て
、
先
の

難
に
答
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
法
執
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
点
へ
の
再
批
判
を
加
え
て
「
然
も
法
性
に
於

て
は
善
も
無
く
悪
も
無
し
」
と
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
法
空
を
い
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
実
体
的
な
も
の
が

な
い
と
い
う
の
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
空
で
あ
る
こ
と
を
顕
わ
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
上
層
的
に
は
無
い
が
下
層
的
に
は

有
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
法
性
に
於
い
て
は
そ
れ
自
体
が
空
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
善
悪
も
無
く
作
者
も
な
い
こ
と
に
な
る
が
↑
も
し
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
道
理
（
法
）
に
の
っ
と
っ
て
業
果
が
あ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
現
実
に
は
業
果
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
そ

う
な
る
法
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
何
ら
か
の
意
味
で
の
主
体
的
な
我
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
我
が
す
で
に
実
有

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
無
我
の
理
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
。
と
い
う
の
が
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る

論
難
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

以
上
が
『
探
玄
記
』
に
お
い
て
法
蔵
が
述
、
へ
て
い
る
文
殊
菩
薩
の
問
い
の
大
要
で
あ
る
が
、
そ
の
問
い
に
対
し
て
偶
頌
を
も
っ
て
答

え
る
宝
首
菩
薩
の
答
え
は
、
ほ
ぼ
吹
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

随
二
所
し
行
諸
業
一
受
二
果
報
一
亦
然
造
者
無
二
所
有
一
諸
仏
如
是
説

猶
如
下
明
浄
鏡
随
一
一
其
凹
像
一
現
内
外
無
噸
所
有
上
業
性
亦
如
ゞ
是

亦
如
下
田
種
子
各
各
不
二
相
知
一
自
然
能
作
諺
因
業
性
亦
如
上
し
是

亦
如
下
大
幻
師
在
二
彼
四
噛
道
一
示
中
現
種
種
色
上
業
性
亦
如
ゞ
是

如
下
匠
造
二
木
人
一
能
出
學
種
種
声
｛
彼
無
噸
我
非
我
上
業
性
亦
如
〃
是

華
厳
に
お
け
る
業
性
の
論
理
二
五
九



亦
如
下
衆
鳥
類
出
二
声
音
一
不
し
同
能
作
噸
種
種
声
上
業
性
亦
如
〃
是

如
下
親
因
縁
会
受
し
生
無
二
来
者
一
諸
根
各
別
異
と
業
性
亦
如
〃
是

如
下
大
地
獄
中
衆
生
受
二
苦
悩
一
苦
悩
無
噸
来
処
△
業
性
亦
如
〃
是

亦
如
下
転
輪
王
成
二
就
勝
七
宝
一
彼
無
し
所
巾
従
来
上
業
性
亦
如
嫁
是

亦
如
三
諸
世
界
有
し
成
或
有
し
敗
成
敗
無
二
来
去
一
業
性
亦
如
是
（
大
正
９
．
四
二
七
ｃ
）

こ
の
偶
頌
に
お
い
て
は
、
最
初
の
一
句
が
答
え
の
主
題
に
な
っ
て
お
り
、
他
の
九
句
は
そ
れ
を
論
証
す
る
た
め
の
譽
職
を
示
し
て
い

る
。
そ
の
初
句
に
つ
い
て
『
探
玄
記
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

謂
随
一
其
所
し
作
諸
差
別
業
一
翼
し
於
二
本
識
弐
本
識
依
他
変
二
似
其
業
所
レ
起
果
報
《
故
有
二
多
報
等
種
種
不
同
↓
但
是
諸
識
縁
起
互
扣

集
成
無
二
自
性
一
故
得
し
有
二
業
果
↓
実
非
下
四
大
中
別
有
二
人
我
一
能
作
し
業
受
慢
果
故
云
二
造
者
無
し
有
↓
也
。
此
則
由
二
無
性
理
一
故
法
性

無
二
善
亜
父
山
二
無
性
｜
故
成
二
因
果
一
故
有
二
業
果
差
別
如
此
但
有
二
無
性
之
因
果
《
何
関
し
有
一
我
人
一
故
云
］
’
四
大
中
非
我
等
一
也
。

如
似
此
正
法
理
趣
決
定
、
三
世
諸
仏
之
所
二
同
説
一
故
云
二
諸
仏
説
一
也
。
膀
伽
第
一
云
、
我
常
説
一
空
法
（
遠
二
離
於
断
常
｛
生
死
猶

如
レ
夢
、
而
彼
業
不
レ
失
此
之
謂
也
。
（
大
正
弱
．
一
八
○
ｃ
’
一
八
一
ａ
）⑨

法
蔵
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
経
文
の
「
随
二
所
し
行
諸
業
一
受
二
果
報
一
亦
然
」
と
い
う
の
は
、
「
業
果
の
不
壊
を
明
し
」
て
い
る
と
い
う
。

行
わ
れ
た
業
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
果
報
を
受
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
業
果
は
業
果
と
し
て
歴
然
た
る
事
実
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を

無
理
に
否
定
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
造
者
無
二
所
有
一
」
の
句
は
「
作
者
無
き
こ
と
を
明
す
」
と
い
う
。

以
上
の
ご
と
き
相
い
矛
盾
す
る
よ
う
に
み
え
る
二
つ
の
命
題
は
い
か
に
し
て
同
時
に
成
立
す
る
の
か
。
そ
れ
へ
の
疑
問
こ
そ
論
難
者

の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
経
文
自
体
を
見
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
問
い
に
対
す
る
解

一

ノ、

○



答
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
そ
こ
で
法
蔵
は
唯
識
の
思
想
を
援
用
し
た
空
観
の
立
場
に
立
っ
て
前
記
の
よ
う
に
彼
の
教
学

を
展
開
し
な
が
ら
、
そ
の
疑
問
に
答
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
人
は
そ
の
作
し
た
所
の
さ
ま
ざ
ま
な
業
を
そ
の
ま
ま
に
生
存
の
根
本
的
生
命
態
で
あ
る
本
識
（
阿
頼
耶
識
）
に
薫
習
す
る

⑩

が
、
そ
の
本
蔽
の
現
象
形
態
で
あ
る
依
他
性
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
業
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
て
く
る
果
報
を
変
似
す
る
か
ら
、
報
に
多
少
等

の
種
々
の
不
同
が
有
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
本
識
よ
り
変
似
し
て
現
象
化
し
た
種
為
の
識
は
、
条
件
の
組
み
合
せ
に
よ
る
所
謂

縁
起
に
よ
っ
て
、
相
互
的
に
集
成
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
で
あ
る
よ
う
な
自
性
を
も
た
な
い
か
ら
、
縁
起
集
成
し
て
業
果
と
な
る

こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ば
業
果
は
諸
識
の
具
体
相
に
お
い
て
あ
る
の
で
あ
る
が
、
縁
起
と
し
て
そ
う
な
る
の
で
あ
り
↑
自
性
が
な
い
か

ら
こ
そ
集
成
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
上
、
四
大
の
中
に
そ
れ
と
は
別
な
主
体
的
人
我
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
能

く
業
を
作
し
て
そ
の
果
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
故
「
造
者
は
所
有
無
し
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

⑪

此
の
こ
と
は
無
性
の
道
理
に
由
っ
て
そ
う
な
る
の
で
あ
っ
て
、
法
性
に
は
善
も
悪
も
無
い
が
、
そ
れ
も
無
性
で
あ
る
か
ら
か
え
っ
て

因
果
を
成
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
業
果
の
差
別
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
此
の
こ
と
は
、
た
だ
無
性
の
因
果
が
あ
る
こ
と
だ
け

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
主
体
的
自
我
の
存
在
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
問
い
の
中
で
「
四
大
の
中
に
我
あ
る

に
非
ら
ず
」
等
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
正
法
の
理
趣
は
此
の
よ
う
に
明
ら
か
な
の
で
あ
り
、
三
世
の
諸
仏
の
同
じ
く
説
く
所
で
あ
る
か

⑫

ら
「
諸
仏
は
是
く
の
如
く
説
き
た
ま
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
『
枅
伽
経
』
巻
第
一
に
「
我
は
常
に
空
法
は
断
常
を
遠
離
す
と
説
く

生
死
は
猶
、
夢
の
如
し
而
も
彼
の
業
は
失
せ
ざ
る
な
り
」
と
い
う
の
は
そ
の
例
で
あ
る
。

以
上
が
経
の
初
句
に
対
す
る
法
蔵
の
見
解
の
大
要
で
あ
る
が
、
引
用
さ
れ
た
『
枅
伽
経
』
か
ら
も
直
ち
に
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、

空
観
に
裏
づ
け
ら
れ
た
業
の
理
解
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
断
常
の
辺
見
に
立
っ
て
み
る
か
ぎ
り
必
ず
も
の
は
実
体
化
さ
れ
て
見

華
厳
に
お
け
る
業
性
の
論
理
二
六
一



そ
れ
を
次
に
み
る
こ
と
に
す
る
と
、
第
一
は
明
鏡
の
職
え
で
あ
り
、
「
依
他
と
離
性
と
の
譽
嶮
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

浄
ら
か
な
鏡
は
そ
の
鏡
面
に
さ
ま
ざ
ま
な
像
を
写
す
が
、
鏡
の
内
に
も
外
に
も
何
か
が
あ
っ
て
そ
う
な
る
の
で
は
な
い
。
業
と
性
と
の

⑮
⑯

間
係
も
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
と
す
る
経
文
に
つ
い
て
、
法
蔵
は
、
本
識
は
鋭
の
立
場
で
あ
り
、
そ
の
面
に
現
わ
れ
る
像
は
業
果
の
位
置

に
な
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
関
係
は
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
他
を
予
想
す
る
の
で
依
他
と
い
っ
て
よ
い
が
、
そ
こ
で
問
題
に

な
る
の
は
鋭
の
内
に
も
外
に
も
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
常
識
的
に
は
何
か
が
あ
る
か
ら
写
る
の
で
あ
り
写
さ
れ
る
の
で
あ
る

と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
点
は
写
す
も
の
と
写
さ
れ
る
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
「
自
性
を
離
れ
て
い
る
義
」
を
現
わ
し
て
い
る
と

い
う
。
そ
し
て
そ
の
関
係
に
つ
い
て
左
の
三
点
か
ら
問
題
を
考
え
て
い
る
。

五
業
性
の
譽
職
に
つ
い
て

⑭

こ
れ
ま
で
の
叙
述
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
主
題
を
よ
り
閲
明
す
る
た
め
に
九
種
の
譽
啼
が
説
か
れ
る
。
そ
れ
ら
は
す
ゞ
へ
て
、
業

果
歴
然
と
し
て
動
か
し
難
い
面
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
れ
が
同
時
に
何
ら
所
有
な
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
題
を
、
よ
り
適
確
に
示
す
た

め
に
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ら
れ
る
。
そ
れ
を
離
れ
る
と
こ
ろ
に
空
法
の
端
的
な
実
現
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
生
死
は
夢
の
ご
と
き
も
の
で
し
か
な
い
。

し
か
し
、
夢
で
あ
る
か
ぎ
り
は
そ
の
限
定
内
に
お
い
て
因
果
の
法
則
も
成
立
し
業
も
業
と
し
て
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の

全
体
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
仮
現
性
に
気
づ
け
ば
、
幻
は
幻
と
し
て
何
ら
執
わ
る
、
へ
き
こ
と
で
は
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
「
無
性
の
因
果
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
を
解
く
た
め
の
重
要
な
鍵
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
無
性
の
空
法
を
成
立
せ
し
め

⑬

る
根
拠
が
「
心
」
な
の
で
あ
る
。
業
果
甚
深
の
課
題
が
唯
心
思
想
を
基
底
と
し
て
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
そ
こ
に
あ
る
。

一
一
一
ハ
ー
ー



な
る
の
で
迄
⑭
る
。

二
に
、
写
る
〃

一
は
、
鏡
面
に
写
っ
て
い
る
像
の
立
場
か
ら
み
る
の
で
あ
る
が
、
何
か
写
る
も
の
が
な
け
れ
ば
像
は
現
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

鏡
の
内
側
に
写
る
も
の
が
あ
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
直
ち
に
肯
か
れ
る
。
ま
た
、
鏡
が
な
け
れ
ば
も
の
は
像
と
な
っ
て
現
ず
る
こ
と
は

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
像
が
外
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
一
つ
の
像
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
こ
と
て
あ
る

か
ら
、
倶
に
内
に
も
外
に
も
そ
れ
自
体
と
し
て
あ
る
も
の
で
は
な
く
な
る
。
し
か
し
、
像
と
し
て
は
確
か
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何

も
無
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
像
は
必
ず
内
と
外
と
の
関
係
に
よ
っ
て
現
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

二
に
、
写
る
も
の
の
立
場
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
写
る
も
の
の
面
と
像
と
し
て
写
っ
た
面
と
は
丁
度
反
対
向
き
に
な
る
。
そ
の
場
合

写
る
も
の
の
内
側
に
反
対
面
が
実
在
し
て
い
て
そ
れ
が
像
と
し
て
写
し
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
鏡
面
に
写
る
こ
と
に
よ
っ

て
そ
の
よ
う
に
現
ず
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
写
る
も
の
を
外
に
し
て
そ
の
よ
う
に
写
る
面
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
外

の
ど
こ
か
に
あ
っ
た
も
の
が
そ
う
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
も
の
の
内
に
も
外
に
も
倶
に
も
の
は
無
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鏡

と
の
関
係
に
お
い
て
歴
然
と
し
て
も
の
は
あ
る
、
と
は
そ
の
意
味
で
あ
る
。

三
に
、
鏡
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
鏡
を
造
っ
て
い
る
素
材
の
中
に
空
間
が
あ
っ
て
そ
こ
に
像
が
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
鏡
の
内
面
に
像
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
鏡
に
写
る
像
を
み
よ
う
と
す
る
者
は
、
み
な
必
ず
鏡
に
向

っ
て
そ
の
像
を
み
る
の
で
あ
り
、
鏡
以
外
の
と
こ
ろ
で
は
み
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
鏡
を
外
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
上
の
よ
う

に
そ
れ
自
体
的
な
何
も
の
も
一
切
な
く
し
て
、
而
も
影
像
は
さ
な
が
ら
に
写
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
関
係
か
ら
い
え
ば

「
業
」
は
像
の
立
場
と
な
り
「
性
」
は
銃
の
立
場
と
な
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
は
田
と
種
子
の
関
係
を
業
と
性
に
書
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
無
知
成
因
の
唇
嶮
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
経
に
「
田

華
厳
に
お
け
る
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と
種
子
と
は
そ
れ
ぞ
れ
相
い
知
る
こ
と
は
な
い
の
に
自
然
に
能
く
因
と
作
る
よ
う
に
、
業
と
性
と
も
亦
そ
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
」
‐
と

い
わ
れ
る
例
を
手
が
か
り
に
し
て
問
題
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
田
は
本
識
に
当
た
り
業
は
種
子
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
さ

ま
ざ
ま
な
種
類
の
種
子
は
唯
一
の
本
識
を
そ
の
成
立
場
所
と
し
て
そ
れ
自
身
の
用
き
を
発
揮
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
種
子
相
互
間

の
関
係
と
し
て
は
直
接
つ
な
が
り
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
自
体
と
し
て
は
相
い
知
る
こ
と
は
な
い
こ
と
に
な

る
が
、
識
と
し
て
の
功
能
は
失
わ
れ
る
こ
と
な
し
に
能
く
因
と
為
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
よ
く
肥
え
た
土
地
が
雨
を
得
て
草
が

萌
え
出
る
と
い
う
場
合
、
そ
れ
ら
の
多
く
の
草
の
種
子
に
つ
い
て
そ
の
土
地
の
中
を
探
っ
て
み
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
能
く
因
と
為
る
用
き
は
失
わ
な
い
の
で
あ
り
、
た
と
え

深
く
大
地
を
掘
っ
て
得
た
土
で
も
、
雨
を
得
れ
ば
草
を
生
ず
る
。
そ
の
よ
う
な
草
の
種
子
は
同
じ
土
の
中
に
ひ
そ
ん
で
い
て
多
年
を
経

て
も
そ
の
功
能
を
失
わ
な
い
。
業
と
性
と
の
関
係
も
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

又
、
水
と
土
と
を
疎
縁
と
為
し
、
種
子
を
親
因
と
す
る
と
、
縁
に
焦
点
を
定
め
て
み
れ
ば
縁
が
な
け
れ
ば
因
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら

縁
の
み
あ
っ
て
因
は
無
い
こ
と
に
な
り
、
因
に
焦
点
を
定
め
れ
ば
因
の
み
あ
っ
て
縁
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
因
と
縁
と
は
相

い
知
ら
ざ
る
関
係
で
あ
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
識
の
中
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
閃
係
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
三
は
幻
師
の
誉
え
で
あ
り
、
因
が
能
く
果
を
現
ず
る
職
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
手
品
師
が
街
頭
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
幻
術

を
行
う
例
を
手
が
か
り
に
し
て
業
性
に
つ
い
て
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
業
性
は
幻
師
に
配
さ
れ
、
現
わ
れ
た
果
は
幻
色
に
当
る
と
い
わ

れ
て
い
る
。
業
果
は
幻
色
と
同
様
に
い
か
に
も
有
る
よ
う
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
真
に
有
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
四
は
木
人
の
害
え
で
あ
る
が
、
「
果
法
無
念
の
臂
職
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
工
匠
が
人
の
声
色
を
出
す
こ
と
の
で
き

二
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る
よ
う
な
木
製
の
人
形
を
造
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
音
声
を
出
す
こ
と
が
で
き
て
も
、
そ
の
人
形
に
自
我
等
の
意
識
が
な
い
よ
う
に
、
業
性

も
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
経
文
に
対
し
て
、
咽
喉
と
同
じ
よ
う
な
構
造
の
機
能
を
造
り
出
せ
ば
、
音
声
は
出
る
で
あ

ろ
う
が
、
そ
こ
に
人
形
の
主
体
的
自
我
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
言
葉
に
似
た
音
が
出
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
人
形
が
声
を
出
す

と
き
に
自
ら
意
識
し
て
自
分
が
声
を
出
す
と
か
出
さ
な
い
と
か
を
考
え
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。

⑰

そ
の
場
合
、
人
形
の
材
料
と
な
っ
て
い
る
木
と
は
如
来
蔵
性
を
意
味
し
、
工
匠
は
妄
想
と
か
業
な
ど
、
人
形
は
衆
生
の
業
報
の
相
を
現

わ
し
て
い
る
か
ら
、
「
我
と
非
我
と
無
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
っ
て
い
る
。

第
五
は
衆
鳥
の
臂
え
で
あ
る
が
、
「
因
体
無
雑
の
轡
嶮
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
鳥
が
殻
を
出
れ
ば
種
々
の
鴫
き
声
で
さ
え
ず
る
よ
う

な
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
烏
が
殻
の
中
に
い
る
と
き
に
は
未
だ
ど
の
よ
う
な
声
で
鳴
く
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
殻
を

出
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
種
狐
に
随
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
鳴
声
が
あ
る
よ
う
に
、
口
業
の
秘
子
も
本
祇
の
中
に
在
る
と
き
に
は
す
べ
て
同
一
の

⑱

無
記
性
な
の
で
あ
り
少
し
の
違
い
も
な
い
。
そ
れ
が
生
を
受
け
て
業
報
が
熟
す
る
時
に
な
れ
ば
さ
ま
ざ
ま
な
音
声
と
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
可
能
性
と
し
て
の
功
能
が
果
報
と
し
て
現
実
化
し
た
場
合
の
そ
れ
ぞ
れ
の
差
異
は
、
鳥
が
殻
を
出
た
状
態
と
同
じ
で
あ
り
、
業

の
性
が
空
で
あ
っ
て
そ
れ
と
別
体
の
な
い
あ
り
方
は
烏
が
殻
の
中
に
在
る
状
態
と
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
譽
嶮
で
あ
る
た
め

に
時
川
的
な
差
異
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
際
は
同
時
的
に
業
性
と
果
報
と
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
い
い
た
い
の
で
あ
る
。

⑲

以
上
の
如
き
五
種
の
譽
嶮
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
業
性
と
果
報
と
の
関
係
は
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
以
外
の
四
種
の
譽
嶮
は
大

体
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
強
い
て
挙
げ
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

華
厳
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る
業
性
の
論
理

二
六
五



こ
れ
ま
で
の
叙
述
に
よ
っ
て
『
華
厳
経
』
及
び
そ
れ
に
よ
る
教
学
が
、
「
業
性
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
理
解
を
示
し
、
そ
れ
を
論

理
的
に
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
せ
て
い
る
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
大
要
は
ほ
ぼ
尽
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
経
も
、
所
譜
、

人
間
の
日
常
的
あ
り
方
を
流
転
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
、
業
報
の
一
般
的
理
解
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
存
在
の
基
底
を
な
す
原
理
の
中

に
、
冥
よ
り
冥
へ
と
流
さ
れ
る
衆
生
の
現
実
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
自
己
自
身
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
の
力
で
ど
う

に
も
な
ら
な
い
暗
さ
を
か
か
え
て
生
き
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
衆
生
の
現
実
は
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
あ
る
種
の
実
在
感
を

と
も
な
っ
て
、
我
々
の
具
体
的
な
事
実
と
為
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
業
報
の
世
界
を
、
単
に
無
批
判
に
実
体
化
し
そ
れ
を
盲
目
的
に
肯
定
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
虚
椛
の
根
元
に

立
ち
帰
っ
て
迷
い
の
構
造
そ
の
も
の
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
経
の
主
題
は
あ
っ
た
。
業
性
の
世
界
は
確
か
に
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、
凡
夫
の
迷
情
が
理
解
す
る
よ
う
に
は
な
い
。
も
っ
と
別
の
形
で
、
業
報
の
無
化
を
こ
そ
通
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
い

わ
ば
、
無
い
も
の
が
有
る
よ
う
な
形
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
面
が
あ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
顛
倒
し
た
目
に
よ
っ
て
も
の
を
見
る
の
で
な
く
、
真
に
あ
る
も
の
を
あ
る
と
し
無
い
も
の
を
な
い
と
す
る
。
澄
浄
な
目

に
よ
っ
て
も
の
を
見
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
の
が
仮
幻
で
し
か
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
を
無
理
に
固
定
化
し
て
執
わ
れ
る
必
要
は

少
し
も
な
い
。
凡
夫
の
立
場
で
そ
れ
が
、
い
か
に
認
め
に
く
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
真
実
は
真
実
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
も
の
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
真
理
に
立
ち
帰
っ
て
も
の
を
見
る
目
を
川
復
し
、
そ
こ
か
ら
自
ら
に
し
て
生
ま
れ
て
く
る
行
に
よ
っ
て

生
き
る
道
を
見
出
せ
ば
、
仮
幻
は
仮
幻
な
り
の
意
味
を
も
っ
て
大
い
な
る
世
界
を
開
く
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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衆
生
と
い
っ
て
も
単
に
迷
う
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
れ
る
の
は
そ
の
意
味
で
あ
る
。
迷
い
を
通
し
て
真
実
の
世
界
へ
の
手
が
か
り
を

え
、
仮
現
を
通
し
て
深
遠
な
る
実
在
を
求
め
る
道
を
与
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
業
性
の
差
別
も
か
え
っ
て
必
要
欠
く
尋
へ
か
ら
ざ
る
も
の
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
所
謂
、
智
慧
の
実
現
に
よ
っ
て
、
も
の
を
真
に
見
る
目
が
開
か
れ
て
く
る
な
ら
ば
、
流
転
に
し
か
み
え
な
か
っ
た
衆

生
の
現
実
も
、
菩
薩
の
行
の
成
立
す
る
大
い
な
る
基
盤
に
な
る
。
次
の
よ
う
に
述
謬
へ
ら
れ
る
経
説
に
お
い
て
は
、
業
の
意
味
が
全
く
転

じ
ら
れ
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
迷
妄
を
破
る
も
の
と
し
て
の
業
が
、
明
確
な
形
を
現
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

随
二
彼
衆
生
行
一
種
種
諸
業
性
上
中
下
差
別
随
し
応
所
し
受
し
化

如
是
甚
深
智
菩
薩
入
二
是
行
一
修
二
習
普
賢
業
一
具
二
足
智
慧
輪
一

身
業
無
二
障
礪
一
口
業
悉
清
浄
意
業
亦
無
砿
通
二
達
三
世
法
｜

菩
薩
如
是
行
究
二
寛
普
賢
道
一
出
一
生
浄
智
日
一
普
照
二
諸
法
界
一
（
大
正
９
．
六
○
八
Ｃ
ｌ
九
ａ
）

こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
衆
生
の
業
性
は
、
単
な
る
差
別
の
種
盈
相
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
教
化
を
受
け
る
た
め
の
素
材
と
し
て

そ
の
意
味
が
全
く
転
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
知
ら
れ
る
。
所
謂
、
菩
薩
の
行
と
し
て
の
普
賢
の
道
が
完
成
す
る
た
め
の
普
賢

⑳業
の
成
立
の
場
所
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
身
口
意
の
三
業
も
三
業
の
ま
ま
に
清
浄
で
あ
り
無
障
礪
で
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
る
。
も
の
在
真
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
甚
深
の
智
慧
に
裏
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
業
の
ワ
ク
内
に
あ
り
な
が
ら
そ
の
ワ
ク
を

超
え
た
は
た
ら
き
を
生
み
出
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

法
蔵
は
「
称
し
理
之
事
起
１
於
大
行
一
」
（
大
正
弱
．
二
五
三
ａ
）
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、
真
理
を
依
り
処
と
し
た
大
行
と
し
て

の
菩
薩
行
は
、
業
報
に
即
し
つ
つ
業
報
を
超
え
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

如
レ
是
菩
薩
摩
訶
薩
成
二
就
善
根
｝
出
二
生
善
法
《
不
し
壊
｝
業
報
一
明
見
二
真
実
善
解
廻
向
記
以
二
方
便
力
｜
出
二
生
業
報
一
究
一
一
寛
法
性
一
得

華
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と
い
わ
れ
る
経
説
が
、
真
に
自
由
な
主
体
の
確
立
を
予
見
し
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
悪
業
業
報
を
打
ち
亡
ぼ
し
、
恐
る
、
へ
き
魔
業
と
格
闘

し
て
そ
れ
を
推
破
す
る
こ
と
に
自
ら
の
す
、
へ
て
を
賭
け
て
い
る
菩
薩
を
、
真
実
を
明
見
し
法
性
を
究
寛
し
て
彼
岸
に
到
る
も
の
と
規
定

す
る
の
は
そ
の
た
め
て
あ
る
。
菩
薩
に
は
業
報
も
悪
魔
も
な
い
の
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
真
に
恐
る
ゞ
へ
き
も
の
が
、
恐
る
べ
き
も
の
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仮
現
に
す
ぎ
な
い
と
分
り
き
っ
て
い
る
は
ず
の
も
の
が
、
い
か
に
強
力
な
実
在
感
を
も
っ
て
普
賢
の

道
を
求
め
る
も
の
を
悩
ま
し
て
止
ま
な
い
か
。
そ
の
事
実
を
誤
魔
化
す
こ
と
な
く
、
事
実
そ
の
も
の
と
し
て
認
め
る
と
き
、
か
え
っ
て

悪
魔
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
に
打
ち
勝
っ
て
究
党
の
彼
岸
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
、
身
を
も
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
つ

⑳

て
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
一
切
智
（
薩
婆
若
）
の
実
現
が
あ
り
＄
大
智
の
廻
向
と
し
て
の
清
浄
な
る
「
無
行
の
行
」
が
あ
る
と
い
う

鐙
へ
き
で
あ
る
。

註①
こ
の
心
を
所
謂
唯
心
思
想
の
論
拠
と
し
て
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
探
玄
記
巻
第
六
（
大
正
調
．
二
一
五
ａ
）
は
、
「
謂
心
随

し
薫
変
以
作
二
衆
生
一
心
既
如
レ
幻
不
レ
真
即
心
衆
生
寧
容
し
有
し
実
」
と
い
う
。

ま
た
、
業
の
体
を
思
と
定
義
す
る
倶
舎
論
等
の
系
譜
に
お
い
て
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
後
者
と
こ
の
心
と
が
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け

ら
れ
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
一
応
意
思
と
し
て
解
し
て
み
た
。

し
到
二
彼
岸
斗
了
二
達
諸
法
一
廻
一
向
大
智
一
諸
業
善
根
其
心
清
浄
行
無
二
所
行
や
菩
薩
摩
訶
薩
如
レ
是
善
根
廻
向
、
欲
し
度
二
脱
一
切
衆

生
仏
種
不
し
断
滅
二
諸
悪
業
報
《
廻
二
向
一
切
衆
生
一
得
一
無
量
智
一
成
一
一
一
切
智
却
離
二
世
境
界
一
滅
二
諸
順
悩
一
究
｝
党
清
浄
一
成
一
｝
就
智

慧
一
入
二
深
方
便
一
捨
二
生
死
苦
↓
成
一
就
諸
仏
無
量
善
根
一
推
二
伏
魔
業
一
得
二
平
等
法
一
印
以
印
二
諸
業
《
随
一
順
薩
婆
若
無
上
菩
提
韮

一

一 一

／、

八

（
大
正
９
．
四
九
二
ｂ
）



ち
な
み
に
唐
訳
華
厳
経
（
大
正
、
・
一
○
一
ｂ
）
で
は
「
諸
瀧
業
為
し
本
諸
業
心
為
し
本
心
法
猶
如
レ
幻
世
間
亦
如
し
是
」
と
な
っ
て
い
る
。

②
唐
訳
華
厳
経
（
大
正
加
・
一
○
一
Ｃ
）
で
は
「
但
以
二
諸
業
一
故
説
名
為
二
衆
生
一
亦
不
レ
離
二
衆
生
一
而
有
一
一
業
可
で
得
業
性
本
空
寂
衆

生
所
二
依
止
一
普
作
一
衆
色
相
一
亦
復
無
一
一
来
処
一
如
し
是
諸
色
相
業
力
難
一
一
思
議
一
」
と
な
っ
て
い
て
わ
か
り
や
す
い
。

③
詳
し
く
は
後
に
Ⅲ
雌
師
を
取
上
げ
で
論
ず
る
が
、
十
廻
向
品
（
大
正
９
．
四
九
○
ｂ
）
に
は
「
諸
法
無
一
業
報
一
而
出
一
生
業
報
こ
と
あ
る
。

④
唐
訳
華
厳
経
（
大
正
加
・
一
三
五
ｂ
）
で
は
「
心
楽
及
習
気
」
と
な
っ
て
い
る
。

⑤
法
蔵
の
因
果
に
対
す
る
理
解
を
知
る
た
め
に
は
、
華
厳
三
宝
章
巻
上
、
流
転
章
、
第
八
因
果
門
（
大
正
蛎
・
六
一
九
ａ
）
等
が
参
考
に
な
る
。

⑤
た
と
え
ば
探
玄
記
巻
第
十
八
（
大
正
調
．
四
四
○
ｂ
）
な
ど
。

⑦
こ
れ
は
経
文
の
「
或
内
端
正
或
外
端
正
」
の
句
を
解
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
の
み
で
は
こ
の
よ
う
に
解
し
て
い
い
か
ど
う
か
は
っ
き

り
し
な
い
が
、
唐
訳
華
厳
経
（
大
正
加
・
六
六
Ｃ
）
に
は
「
端
正
醜
晒
、
内
好
外
好
」
と
あ
り
、
探
玄
記
（
大
正
弱
．
一
八
○
ｃ
）
に
は
「
三
約
二

報
中
差
別
↓
内
約
し
行
外
約
し
身
、
若
無
一
一
作
業
者
一
何
因
有
二
此
別
こ
と
あ
る
の
を
参
照
し
た
。

③
探
玄
記
南
紀
録
巻
四
之
三
（
日
本
大
蔵
経
・
華
厳
部
章
疏
二
、
一
六
九
頁
・
通
四
五
五
頁
）
「
遮
ン
救
重
難
意
、
於
し
中
先
救
釈
意
、
即
小
乗
救

日
一
一
善
悪
因
果
法
一
者
、
彼
三
世
実
有
法
体
恒
有
、
雌
し
無
二
我
人
一
有
し
法
故
、
業
果
不
〉
涙
。
今
判
し
之
日
一
一
猶
是
法
執
聿
後
重
難
下
重
難
意
、
即
以
一
一

大
乗
法
空
実
義
《
離
三
殺
小
乗
如
我
不
レ
成
二
無
我
司
於
レ
此
顕
二
現
大
乗
甚
深
業
果
旨
趣
ご
と
あ
る
。

⑨
唐
訳
華
厳
経
（
大
正
加
・
六
六
ｃ
）
で
は
「
随
一
一
其
所
レ
行
業
一
如
し
是
果
報
生
」
と
あ
っ
て
、
晋
訳
の
意
味
を
よ
り
閨
明
に
現
わ
し
得
て
い
る
。

⑩
唯
識
学
に
お
け
る
識
転
変
の
間
迦
と
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
上
山
義
文
著
『
佛
教
思
想
史
研
究
』
二
九
八
頁
ら
に
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。

⑪
拙
論
「
華
厳
経
に
お
け
る
無
性
の
意
義
」
（
印
佛
研
究
第
十
七
巻
第
二
号
）
参
照
。

⑫
拐
伽
阿
販
多
羅
宝
経
巻
第
一
（
大
正
咽
・
四
八
六
ａ
）

⑬
探
玄
記
巻
第
六
（
大
正
弱
・
二
二
六
ａ
）
「
疑
云
、
若
業
果
倶
空
者
衆
生
報
類
由
し
何
差
別
。
釈
云
、
由
一
一
心
画
一
故
画
像
亦
三
義
、
一
平
混
義

以
二
同
壁
一
故
。
二
有
二
高
下
一
義
以
二
画
工
不
七
失
故
。
三
無
硬
義
平
高
無
磯
故
。
衆
生
亦
爾
、
於
二
真
如
平
壁
一
心
画
成
し
像
、
一
是
空
義
浪
二
同
真
一

故
、
二
有
義
業
果
不
レ
失
故
心
随
レ
薫
変
故
、
三
無
硬
義
謂
空
有
無
磯
、
則
是
全
し
空
相
宛
然
相
顕
一
一
無
所
有
一
是
故
摂
化
不
し
廃
、
恒
無
一
所
化
一
故
不

華
厳
に
お
け
る
業
性
の
論
理
二
六
九



⑭
法
蔵
は
こ
の
九
種
の
譽
嚥
の
名
称
に
対
し
て
、
ほ
と
ん
ど
捜
玄
記
巻
第
一
下
（
大
正
弱
．
二
八
Ｃ
ｌ
二
九
ａ
）
を
踏
襲
し
て
規
定
し
て
い
る
。

⑮
こ
の
本
識
が
い
か
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
随
疏
演
義
妙
巻
第
三
十
三
（
大
正
調
．
二
五
三
ｃ
）
で
は
「
今
依
一
一
法
性
宗
一
亦
以
二

如
来
蔵
性
一
為
し
鏡
者
、
…
：
．
今
初
言
二
亦
以
一
者
、
非
し
棟
二
本
識
『
識
亦
職
二
於
鏡
一
枚
、
拐
伽
云
、
櫻
如
三
明
鋺
現
二
衆
色
像
一
現
識
処
現
亦
復
如
し
是
。

但
法
相
宗
不
下
用
二
如
来
蔵
一
為
舎
鏡
、
今
墜
用
一
一
二
義
一
故
致
二
亦
言
ご
と
い
う
。
探
玄
記
発
揮
紗
巻
第
五
（
大
日
本
佛
教
全
書
八
、
一
八
七
頁
）
は

澄
観
の
説
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。
「
初
明
二
依
他
雌
性
職
《
本
識
職
し
鏡
、
演
義
云
、
依
二
法
相
宗
《
唯
以
二
本
識
一
為
し
鏡
、
今
依
二
法
性

宗
↓
以
二
如
来
蔵
一
而
為
二
明
鏡
聿
今
謂
、
今
疏
所
謂
本
識
、
乃
通
レ
ニ
之
都
名
也
。
」

⑯
法
蔵
が
こ
の
焼
の
警
嚥
を
用
い
て
業
に
つ
い
て
述
尋
へ
る
例
は
、
華
厳
経
義
海
百
門
（
大
正
妬
．
六
三
六
ａ
）
に
も
次
の
よ
う
に
の
っ
て
い
る
。

「
六
除
一
一
業
報
一
者
、
謂
塵
上
不
し
了
一
一
ｎ
心
↓
謂
心
外
有
し
法
、
即
生
二
憎
愛
『
従
二
貧
業
一
成
し
報
。
然
此
業
報
、
由
二
心
迷
レ
塵
妄
計
一
而
生
、
但
以
レ
有
二

顕
現
弍
皆
無
二
宣
菫
王
経
云
、
猶
如
下
浄
明
鏡
随
一
一
其
面
一
像
現
、
内
外
無
幸
所
有
坐
、
業
報
亦
如
し
是
。
迷
者
謂
下
塵
相
有
し
所
二
従
来
一
而
復
生
滅
聖
、
是

迷
。
今
了
一
厘
相
無
壱
体
、
是
悟
。
迷
本
無
二
従
来
『
悟
亦
無
二
所
去
如
何
以
故
、
以
二
妄
心
為
膿
有
、
本
無
壱
休
故
、
加
ャ
繩
上
蛇
、
本
無
一
一
従
来
↓
亦

無
申
所
去
坪
何
以
故
、
蛇
是
妄
心
、
横
計
為
し
有
、
本
無
し
休
故
。
若
計
レ
有
一
一
来
処
去
処
一
還
是
迷
、
了
し
無
一
一
来
去
一
是
悟
。
然
悟
之
与
レ
迷
、
相
待
安

立
、
非
下
是
先
有
二
浄
心
一
後
有
準
無
明
迄
、
此
非
ニ
ニ
物
一
不
し
可
二
両
解
至
但
了
二
妄
無
毒
妄
、
即
為
二
浄
心
圭
終
無
二
先
浄
心
而
後
無
明
壬
知
し
之
・
」

⑰
探
玄
記
南
紀
録
巻
四
之
三
（
日
本
大
蔵
経
、
華
厳
部
章
疏
二
、
一
七
二
頁
・
通
四
五
八
頁
）
「
又
木
如
蔵
性
等
者
、
約
二
如
来
蔵
縁
起
弍
是
本

宗
正
意
、
故
疏
述
一
一
釈
此
意
一
巳
。
即
釈
二
無
我
非
我
一
日
し
著
二
無
我
↓
亦
是
倒
故
・
」
参
照
。

⑬
こ
の
無
記
性
に
つ
い
て
は
法
相
宗
と
法
性
宗
で
理
解
の
異
な
る
こ
と
を
前
注
南
紀
録
が
述
べ
て
い
る
。

⑲
六
受
生
離
作
の
職
、
七
果
報
無
本
の
職
、
八
勝
事
無
根
の
職
、
九
有
無
同
性
の
聡
。

⑳
業
が
如
来
業
・
菩
薩
業
と
熟
さ
れ
る
例
は
十
泗
向
品
（
大
正
９
．
四
九
四
ｂ
）
に
「
菩
薩
安
二
住
此
迺
向
一
巳
、
深
入
二
切
諸
如
来
業
弐
趣
一
一
諸

如
来
勝
妙
功
徳
《
入
一
一
深
清
浄
智
慧
境
界
《
不
し
離
二
一
切
諸
菩
薩
業
『
善
能
分
二
別
巧
妙
方
便
《
入
二
深
法
界
一
」
と
あ
る
。

⑳
畦
婆
若
に
裏
づ
け
ら
れ
た
業
に
つ
い
て
は
、
華
厳
経
十
廻
向
品
（
大
正
９
．
四
九
○
ｂ
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
於
二
彼
善
根
一
不
し
作
一
一
二
相
《

著
也
・
」
参
照
。

二
七
○



、

薩
婆
若
非
レ
即
二
是
業
一
亦
不
し
離
し
業
迺
向
。
観
一
察
薩
婆
若
一
不
し
即
二
是
業
一
亦
不
し
離
し
業
。
得
二
薩
婆
芳
願
智
業
一
照
明
清
浄
故
、
報
亦
照
明
清
浄
。

報
照
明
清
浄
故
、
薩
婆
若
亦
照
明
清
浄
。
捨
一
雌
一
切
動
乱
覚
観
橋
慢
放
逸
《
随
一
一
方
便
智
一
以
二
諸
善
根
一
迺
向
、
令
三
一
切
衆
生
悉
得
二
真
実
究
寛

解
脱
一
不
し
著
一
一
法
性
一
無
量
無
辺
善
根
迺
向
。
諸
法
無
二
業
報
一
而
出
二
生
業
報
匡

華
厳
に
お
け
る
業
性
の
論
理

二二

七


