
天
台
智
顎
（
五
三
八
’
五
九
七
）
は
彼
の
代
表
的
な
講
説
で
あ
る
摩
訶
止
観
の
中
に
、
阿
毘
曇
諭
や
成
実
論
に
は
、
業
の
問
題
を
蓉
観

的
な
業
の
諸
様
相
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
し
て
お
り
、
中
論
に
は
業
は
空
な
り
と
い
う
こ
と
で
、
業
の
有
相
を
破
析
す
る
こ
と
を
論
じ

①

て
い
る
が
、
何
れ
も
一
長
一
短
あ
っ
て
充
分
で
な
い
、
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
云
っ
て
い
る
。
智
顎
の
活
躍
し
た
六
世
紀
末
の
中
国
佛

教
学
に
お
い
て
は
、
上
の
諸
論
が
業
の
問
題
に
つ
い
て
は
最
も
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
対
し

て
敢
え
て
不
満
を
表
明
し
た
智
顎
は
、
そ
れ
で
は
い
か
な
る
態
度
を
も
っ
て
業
の
問
題
と
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い

て
智
顎
は
、
無
量
劫
よ
り
作
れ
る
善
悪
の
諸
業
は
、
平
生
の
日
常
心
に
お
い
て
は
人
々
の
前
に
現
わ
れ
な
い
が
、
止
観
を
実
修
す
る
こ

と
に
よ
り
修
行
者
の
心
に
現
わ
れ
て
来
る
。
そ
れ
は
研
磨
さ
れ
た
鏡
に
は
万
像
が
自
然
に
現
わ
れ
る
よ
う
に
、
止
観
に
よ
り
心
が
明
浄

に
な
れ
ば
な
る
程
無
量
の
業
相
が
明
瞭
に
な
っ
て
来
て
、
い
よ
い
よ
止
観
実
修
の
障
害
と
な
っ
て
来
る
、
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
彼
は

大
乗
の
空
平
等
の
真
理
に
立
て
ば
善
悪
各
種
の
業
相
を
論
ず
る
こ
と
は
お
か
し
い
の
で
な
い
か
と
の
議
論
に
対
し
て
、
彼
は
空
平
等
の

鏡
が
浄
け
れ
ば
こ
そ
諸
業
が
現
前
す
る
の
だ
と
釈
明
し
て
、
業
は
空
無
相
に
し
て
不
可
得
な
り
と
し
て
こ
れ
を
無
視
す
る
風
潮
を
厳
し
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北
朝
末
期
か
ら
晴
唐
頃
に
か
け
て
、
中
国
の
修
禅
者
達
の
間
に
方
等
師
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
あ
っ
た
。
彼
ら
は
方
等
三
味
あ
る
い
は

方
等
餓
法
と
い
う
禅
観
を
修
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
業
相
を
明
ら
か
に
し
て
こ
れ
の
隙
悔
滅
罪
を
願
い
、
更
に
他
の
人
達
の
具
体

的
な
業
相
に
つ
い
て
も
詳
細
に
分
析
し
て
、
こ
れ
が
実
の
業
で
あ
る
か
、
或
い
は
魔
の
な
せ
る
虚
仮
の
業
で
あ
る
か
を
判
定
す
る
能
力

を
身
に
つ
け
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
こ
こ
に
方
等
三
昧
と
い
う
の
は
、
五
世
紀
初
め
法
衆
に
よ
っ
て
訳
出
せ
ら
れ
た
大
方
等
陀
羅
尼
経

と
い
う
密
教
系
の
経
典
に
基
い
て
広
く
実
修
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
経
典
に
よ
る
と
、
雷
音
比
丘
が
三
昧
に
入
っ
た
と
き
、
魔
王

が
雷
音
の
善
根
因
縁
を
打
ち
砕
い
て
こ
れ
を
妨
害
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
と
き
華
聚
菩
薩
は
雷
音
比
丘
を
救
う
た
め
、
摩
訶
祖
持
陀
羅

尼
呪
の
功
徳
を
説
い
た
と
こ
ろ
、
雷
音
比
丘
の
み
な
ら
ず
魔
王
も
こ
の
陀
羅
尼
を
受
持
す
る
よ
う
に
な
り
、
無
量
の
魔
衆
と
共
に
利
益

を
蒙
む
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
摩
訶
祖
持
陀
羅
尼
の
功
徳
は
広
大
で
、
あ
ら
ゆ
る
魔
障
を
破
っ
て
善
根
を
増
長
せ
し

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
「
祖
」
と
は
悪
を
遮
す
る
こ
と
で
あ
り
「
持
」
と
は
善
を
持
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
陀
羅
尼
を
大

②

秘
要
遮
悪
持
善
と
智
顎
は
解
釈
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
三
味
を
修
す
る
主
な
目
的
は
、
陀
羅
尼
の
功
徳
に
よ
っ
て
十
悪
五
逆
の

悪
業
を
減
し
善
業
を
増
長
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
三
味
の
修
行
法
は
摩
訶
祖
持
陀
羅
尼
の
章
句
を

詞
し
て
経
行
し
、
却
坐
思
惟
す
る
こ
と
を
七
日
間
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
す
と
い
う
半
行
半
坐
の
三
昧
で
あ
り
、
比
較
的
単
純
な
行
法
で

天
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く
誠
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
彼
自
身
に
と
っ
て
、
業
の
問
題
は
止
観
を
実
践
す
る
時
、
空
の
真
理
を
深
め
る
に
従
っ
て
い
よ
い
よ

深
刻
な
主
体
的
課
題
と
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
智
顎
が
止
観
実
修
上
、
業
相
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
察

し
て
い
っ
た
か
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
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こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
方
等
三
昧
に
注
目
し
、
自
ら
の
業
相
と
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
代
表
的
な
人
に
南
岳
慧
思
（
五
一
五
’
五
七
七
）
が

あ
る
。
晴
天
台
智
者
大
師
別
伝
に
よ
る
と
「
時
に
慧
思
禅
師
有
り
。
武
津
の
人
也
。
名
は
嵩
嶺
よ
り
も
高
く
、
行
は
伊
洛
よ
り
も
深
し
。

○
０
○
○

⑥

十
年
常
調
し
、
七
載
方
等
、
九
旬
常
坐
し
、
一
時
円
証
せ
り
。
」
と
記
録
せ
ら
れ
て
お
り
、
湛
然
や
遵
式
に
よ
る
と
、
こ
こ
に
七
載
方

等
と
い
う
の
は
七
年
間
方
等
餓
法
を
修
し
た
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
続
高
僧
伝
に
よ
る
と
、
彼
は
慧
文
禅
師
に
会
う
以
前

か
ら
坐
荊
あ
い
つ
ぐ
こ
と
を
自
ら
の
恒
業
と
し
、
こ
の
苦
行
に
よ
っ
て
三
生
所
行
の
道
を
見
た
と
い
わ
れ
て
い
る
し
、
さ
ら
に
慧
文
の

門
に
入
っ
て
か
ら
後
も
、
「
・
…
：
始
め
三
七
日
に
少
静
観
を
発
し
、
一
生
来
の
善
悪
業
相
を
見
る
。
此
れ
に
よ
っ
て
驚
瑳
し
倍
し
て
勇

猛
す
。
遂
に
八
触
を
動
じ
根
本
初
禅
を
発
す
。
此
れ
よ
り
禅
障
忽
ち
に
起
る
。
四
肢
緩
弱
し
行
歩
に
勝
へ
ず
、
身
は
心
に
随
は
ず
。
即

⑦

ち
自
ら
観
察
す
ら
く
、
我
が
今
の
病
は
皆
業
よ
り
生
ず
…
…
・
」
と
記
録
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
慧
思
は
自
身
の
一
生
来
の
業

あ
っ
た
か
ら
、
在
俗
の
人
で
こ
れ
を
修
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
本
経
に
は
更
に
こ
の
三
昧
を
修
行
す
れ
ば
、

五
逆
罪
を
犯
し
て
身
に
白
獺
を
病
む
衆
生
も
悉
く
差
癒
す
る
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
三
味
の
功
徳
を
讃
嘆
し
て
い
る
。

さ
て
法
衆
が
北
涼
で
こ
の
経
典
を
訳
出
し
た
五
世
紀
初
頭
以
来
、
こ
れ
が
そ
の
の
ち
中
国
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
持
せ
ら
れ
て
い

っ
た
か
は
明
瞭
で
な
い
。
た
だ
先
述
し
た
如
く
方
等
師
と
呼
ば
れ
る
禅
師
達
が
い
て
、
こ
の
三
昧
を
実
修
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
彼

ら
の
中
に
は
自
ら
の
治
病
延
寿
を
求
め
て
こ
の
神
秘
的
な
陀
羅
尼
の
功
徳
を
期
待
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
智
顎
が
俗
兄
陳
鍼

③
④
⑤

に
こ
の
三
昧
を
す
す
め
た
と
こ
ろ
、
十
五
年
の
延
寿
を
得
た
と
い
い
、
ま
た
法
純
の
場
合
や
法
喜
の
場
合
も
同
じ
目
的
で
修
し
た
よ
う

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
専
門
的
な
禅
師
に
と
っ
て
は
、
瓶
に
悩
み
短
命
の
苦
し
み
に
辿
遇
す
る
の
は
自
ら
の
悪
業
に
よ
る
の
だ
と
考
え
て

い
た
の
で
、
こ
の
三
昧
に
期
待
す
る
の
は
主
と
し
て
自
ら
背
負
っ
て
い
る
業
相
を
繊
悔
し
、
こ
れ
の
滅
罪
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ

つ
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相
を
見
、
禅
障
も
業
よ
り
起
る
と
槻
じ
て
自
己
の
業
相
を
追
求
す
る
こ
と
に
専
念
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
彼

は
こ
う
し
て
現
わ
れ
て
来
る
業
相
に
つ
い
て
、
「
業
は
心
よ
り
起
り
本
よ
り
外
境
無
し
。
反
っ
て
心
源
を
観
ず
る
に
、
業
は
得
可
き
に

⑧

非
ず
。
身
は
雲
影
の
如
く
、
相
有
り
て
体
無
し
。
是
の
如
く
観
じ
己
っ
て
顛
倒
の
想
滅
す
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
彼
は
業
の
起
る
根
源

を
心
に
見
出
し
て
お
り
な
が
ら
、
心
そ
の
も
の
は
空
で
あ
り
業
も
不
可
得
で
あ
る
と
い
う
。
即
ち
た
だ
業
相
の
み
あ
っ
て
業
の
本
体
は

空
で
あ
る
と
観
察
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
業
相
は
慧
思
に
と
っ
て
自
ら
の
修
禅
の
上
に
大
き
な
障
害
と
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ

の
本
質
が
空
で
あ
る
こ
と
を
観
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
業
の
束
縛
か
ら
脱
れ
る
一
」
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
般

若
経
や
中
諭
・
智
度
論
に
も
見
ら
れ
る
業
思
想
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
経
諭
に
よ
る
空
観
的
な
禅
思
想
に
心
酔
し
て
い
た
慧
思
に
と
っ
て

は
、
業
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
考
え
た
こ
と
は
充
分
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑨

け
れ
ど
も
慧
思
は
ま
た
「
此
の
（
心
）
性
は
空
無
生
滅
な
り
と
雌
も
、
‐
善
悪
業
に
随
っ
て
必
ず
報
有
り
。
」
と
い
っ
て
業
報
の
必
然

⑩

性
を
強
調
し
た
り
、
‐
「
世
間
十
善
業
を
捨
て
ず
し
て
無
漏
の
禅
智
慧
を
獲
得
す
る
。
」
と
い
っ
て
世
間
の
善
業
を
重
要
視
し
た
り
し
て
い

る
。
特
に
当
時
北
地
の
禅
師
の
中
に
、
大
乗
の
意
を
知
ら
ず
し
て
諸
法
悉
空
と
い
い
、
各
種
の
戒
を
犯
し
三
宝
を
誹
諦
し
て
自
ら
の
滅

罪
に
無
関
心
で
あ
っ
た
い
わ
ゆ
る
悪
取
空
を
行
ず
る
者
が
い
た
の
に
対
し
、
慧
思
は
彼
等
を
厳
し
く
批
判
し
積
極
的
に
折
伏
し
よ
う
と

し
た
。
そ
し
て
彼
等
は
ま
こ
と
に
仏
種
を
断
っ
者
で
あ
る
か
ら
五
逆
罪
よ
り
も
重
い
と
い
っ
て
非
難
を
浴
び
せ
て
い
る
。
そ
の
た
め
慧

思
は
幾
度
か
迫
害
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
伝
記
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
慧
思
は
禅
定
修
行
を
進
め
る
に
つ
れ

て
起
っ
て
来
る
業
障
へ
の
苦
悶
を
通
し
て
、
こ
の
業
障
に
気
づ
か
ず
徒
ら
に
大
乗
空
の
理
論
を
ふ
り
か
ざ
す
軽
薄
な
禅
僧
に
対
し
て
は

業
報
の
必
然
性
を
も
っ
て
警
鐘
を
打
ち
鳴
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

天
台
止
観
と
業
相

二
七
五



以
上
の
よ
う
に
、
慧
思
は
折
伏
行
を
辞
さ
な
い
程
に
業
報
の
必
然
性
を
主
張
し
た
が
、
彼
の
指
導
を
受
け
た
智
頴
は
業
の
問
題
に
い

か
に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
別
伝
に
よ
る
と
彼
は
慧
思
に
遇
う
以
前
、
「
：
。
…
の
ち
大
賢
山
に
詣
り
、
法
華
経
・
無
量
義
経
．

⑪

普
賢
観
経
を
諦
し
、
二
句
歴
渉
し
て
三
部
究
寛
す
。
進
ん
で
方
等
餓
を
修
し
～
心
浄
く
行
勤
め
て
勝
相
現
前
す
。
」
と
い
う
か
ら
、
彼

は
法
華
三
部
経
の
読
諦
に
続
い
て
方
等
餓
法
を
修
し
、
そ
の
時
勝
相
が
現
前
し
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
彼
は
早
く
か
ら
方
等
峨
法
に

関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
さ
ら
に
大
蘇
山
に
お
い
て
慧
思
の
下
に
あ
っ
た
時
に
は
、
慧
思
も
前
述
の
如

く
方
等
隙
法
と
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
智
顎
の
方
等
俄
法
も
安
易
な
治
病
延
寿
を
願
う
の
で
な
く
、
宿
世
の
業
相

を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
目
的
を
自
覚
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
慧
思
と
同
じ
く
禅
観
の
実
修
上
必
然
的
に
遭
遇
す
る
重
大
問

題
と
し
て
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
初
期
の
諸
講
説
、
た
と
え
ば
方
等
三
昧
行
法
や
国
情
百
録
所
収
の

方
等
餓
法
に
も
見
ら
れ
る
が
、
特
に
次
第
禅
門
に
詳
し
く
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
次
第
禅
門
は
天
台
三
種
止
観
の
う
ち
、
漸
次
止
観
を
体

系
づ
け
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
内
容
は
具
体
的
な
禅
法
と
そ
の
実
践
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
証
悟
、
さ
ら
に
禅
波
羅
蜜

の
理
念
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
全
篇
を
通
じ
て
禅
定
実
践
へ
の
彼
の
情
熱
が
み
な
ぎ
っ
て
お
り
、
空
疎
な
理
論
を
寄
せ
つ
け
な
い
迫

力
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
中
に
方
便
章
が
設
け
ら
れ
て
い
て
業
相
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
方
便
章
に
は
方
便
行
を
外

方
便
と
内
方
便
に
分
け
、
特
に
内
方
便
は
禅
定
中
に
修
す
今
へ
き
も
の
と
し
て
止
門
・
験
善
悪
根
性
。
安
心
法
・
治
病
患
・
覚
魔
事
の
五

門
に
分
け
て
説
い
て
お
り
、
そ
の
う
ち
験
善
悪
根
性
に
お
い
て
禅
定
中
に
起
っ
て
来
る
業
相
の
内
容
や
そ
の
現
わ
れ
方
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

三

二
七
六



ま
ず
最
初
の
止
門
に
お
い
て
、
彼
は
心
の
散
乱
を
と
ど
め
精
神
を
統
一
す
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
こ
の
「
止
」
の
方
法
に
つ
い

て
、
㈲
鼻
端
そ
の
他
を
対
象
と
し
て
一
定
の
処
に
精
神
を
集
中
す
る
繋
縁
止
、
口
覚
観
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
精
神
活
動
を
制
止
さ
せ
る
制

心
止
、
日
妄
慮
を
止
息
せ
し
め
て
諸
法
は
空
で
あ
る
こ
と
を
体
得
す
る
体
真
止
、
の
三
種
に
分
け
、
㈲
と
口
は
具
体
的
個
別
的
な
心

的
動
揺
を
脱
却
す
る
事
止
と
し
、
匂
は
心
を
諸
法
空
の
理
に
安
住
さ
せ
る
理
止
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
中
日
の
理
止
を
特
に
重

⑫

祝
し
、
「
心
を
止
息
せ
し
め
て
心
性
の
本
源
に
達
せ
よ
。
」
と
の
経
文
に
基
い
て
、
空
の
恥
を
求
め
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
止
門
を
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
が
澄
静
と
な
れ
ば
、
必
ら
ず
宿
世
の
善
悪
各
種
の
業
相
が
自
ら
現
わ
れ
て
来
る
。
そ
れ
は
明

浄
な
る
鏡
に
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
明
瞭
に
映
し
出
さ
れ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
時
こ
の
善
悪
業
相
を
仔
細
に
観
察
せ
よ
と
い
う
の

が
第
二
の
験
善
悪
根
性
を
修
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
止
門
を
修
す
る
こ
と
に
よ
り
心
が
不
動
の
状
態
に
な
っ
て
始
め
て

現
わ
れ
て
来
る
業
相
で
あ
り
、
禅
定
中
に
お
い
て
の
み
出
現
す
る
業
相
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
我
々
が
日
常
生
活
の
中
に
お
い

て
、
換
言
す
れ
ば
散
心
中
に
お
い
て
感
得
で
き
る
業
机
が
あ
る
と
し
て
も
↑
智
顎
は
そ
の
よ
う
な
散
心
中
に
自
覚
で
き
る
業
相
と
峻
別

し
て
、
「
先
に
定
を
以
て
動
じ
、
後
に
智
を
以
て
抜
く
。
」
と
い
う
ル
ー
ル
を
厳
守
し
た
上
で
、
業
相
を
問
題
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が

彼
は
験
善
悪
根
性
に
お
い
て
先
ず
善
根
性
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で
善
根
性
を
内
外
二
善
に
分
け
て
い
る
。
外
善
と
は
い
ま
だ
無
漏
の

禅
定
を
開
発
せ
ざ
る
さ
ま
ざ
ま
の
根
性
を
い
い
、
内
善
と
は
無
漏
禅
を
発
得
し
て
以
後
の
根
性
を
い
う
。
こ
の
う
ち
特
に
外
善
と
し
て

取
り
扱
っ
て
い
る
の
が
業
相
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
外
善
の
相
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
た
と
え
ば
坐
中
に
お
い
て
忽
ち

種
々
の
衣
服
・
飲
食
・
珍
宝
な
ど
を
見
る
。
こ
れ
は
過
去
の
布
施
行
に
よ
る
報
果
の
相
で
あ
る
。
ま
た
静
心
に
よ
っ
て
樫
負
心
を
捨
て

て
恵
施
を
行
ず
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
今
生
に
お
け
る
布
施
行
の
習
因
と
な
る
。
こ
の
習
報
二
種
の
善
業
を
見
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
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外
善
に
は
そ
の
他
父
母
師
長
に
孝
順
で
あ
る
こ
と
や
三
宝
を
敬
信
し
大
乗
経
典
を
読
調
聰
学
す
る
と
い
う
こ
と
な
ど
が
あ
る
と
い
う
が

厳
密
に
は
無
量
の
業
相
の
現
わ
れ
方
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
以
上
の
よ
う
に
し
て
現
わ
れ
て
来
る
善
業
相
に
対
し
て
、
つ
ぎ
に
こ

れ
が
実
の
業
相
で
あ
る
か
脆
の
な
せ
る
虚
仮
の
業
加
で
あ
る
か
を
確
か
め
る
こ
と
を
教
え
て
そ
の
具
体
的
な
事
例
を
あ
げ
て
説
明
し
て

い
る
。
ま
た
現
前
す
る
善
業
に
つ
い
て
修
禅
者
の
根
性
に
よ
り
事
理
い
ず
れ
の
業
相
が
現
前
す
る
か
は
決
定
し
難
い
こ
と
、
止
門
に
お

け
る
事
理
各
盈
の
止
と
こ
こ
に
現
わ
れ
る
事
理
諸
善
業
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ
と
な
ど
、
実
践
上
の
諸
問
題
を
詳
細
に
検
討
吟

味
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
悪
業
相
に
つ
い
て
、
彼
は
行
人
の
う
ち
罪
垢
深
重
な
る
者
に
は
止
心
静
住
し
て
も
善
業
は
現
わ
れ
ず
、
却
っ
て

各
種
の
悪
法
を
現
ず
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
勿
論
修
禅
の
上
に
障
害
と
な
る
の
で
、
こ
れ
を
対
治
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
た
と
え
ば
貧
欲
に
よ
る
悪
業
が
現
わ
れ
た
時
に
は
、
こ
れ
を
不
浄
観
に
よ
っ
て
対
治
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
か
こ
の
場
合
こ

の
不
浄
観
を
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
嫌
悪
心
を
強
め
順
志
を
起
す
場
合
が
あ
る
。
こ
の
時
に
は
一
転
し
て
慈
心
観
を
修
め
る
、
へ

き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
を
転
治
と
い
う
。
ま
た
、
不
浄
観
に
よ
っ
て
も
負
欲
心
が
止
息
し
な
い
場
合
に
は
続
け
て
不
浄
観
を
徹

底
さ
せ
る
。
そ
の
時
は
一
人
だ
け
の
不
浄
を
観
ず
る
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
人
の
不
浄
さ
ら
に
一
城
一
聚
落
す
尋
へ
て
不
浄
な
り
と
観
ず

べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
不
転
治
と
い
う
。
そ
の
他
行
者
に
よ
っ
て
は
兼
治
と
か
兼
不
転
治
と
か
非
対
非
転
非
兼
治
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な

方
法
を
講
じ
て
悪
業
消
滅
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
に
智
凱
は
次
第
禅
門
に
お
い
て
、
禅
定
を
実
修
し
て
い
く
上
に
起
っ
て
来
る
各
種
の
業
相
に
対
し
て
、
善
業
は
助
長
す

守
へ
く
悪
業
は
減
す
や
へ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
有
効
な
方
法
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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以
上
の
如
く
、
次
第
禅
門
は
禅
波
羅
蜜
を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
内
容
は
禅
定
実
修
の
具
体
的
な
法
軌
を
明
か
そ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
業
相
に
つ
い
て
も
善
悪
諸
業
が
い
か
に
現
わ
れ
、
そ
れ
を
対
治
し
た
り
助
長
せ
し
め
る
に
は

い
か
な
る
方
法
を
採
用
す
零
へ
き
か
と
い
う
点
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
彼
は
三
十
歳
の
と
き
大
蘇
山
か
ら
陳
都
金
陵
に

入
り
、
や
が
て
こ
の
次
第
禅
門
を
誰
じ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
の
智
顎
の
禅
思
想
は
専
ら
慧
思
の
主
禅
主
義
的
な
思
想
を
継
承
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
業
相
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
そ
う
い
う
禅
定
重
視
の
上
か
ら
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
充
分
承
知
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
い
ま
だ
業
相
そ
の
も
の
と
人
間
の
本
質
と
の
関
わ
り
、
云
い
換
え
れ
ば
天
台
哲
学
に
見
ら
れ
る
人
間

観
、
法
界
観
の
上
に
業
州
の
問
題
を
照
ら
し
出
す
と
い
う
こ
と
に
は
無
関
心
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
後

期
の
摩
訶
止
観
の
場
合
で
も
、
止
観
実
修
の
上
に
現
わ
れ
る
業
相
を
取
り
あ
げ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
次
第
禅
門
と
基
本
的
に
は
同

じ
立
場
に
立
っ
て
論
ず
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
摩
訶
止
観
に
は
、
そ
の
豊
か
な
思
索
と
体
験
を
背
景
に
い
わ
ゆ
る
諸
法
実
相
と
し
て

の
業
相
諭
に
ま
で
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

摩
訶
止
観
の
正
修
を
明
す
中
に
十
境
十
乗
の
観
法
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
十
境
の
中
に
業
相
境
の
一
段
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、

業
相
が
止
観
の
対
象
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
も
と
も
と
智
顎
は
業
相
境
を
十
境
の
一
つ
と
し
て
選
ん
だ
の
で
あ
る
が
、

特
に
日
常
現
前
の
対
境
と
し
て
の
陰
入
界
境
と
は
区
別
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
止
観
発
得
の
対
境
で
あ
っ
て
、
煩
悩
境
や
病
患
境
、
魔
事
境

な
ど
と
共
に
、
止
観
の
実
修
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
新
た
に
生
起
し
て
来
る
止
観
の
対
象
で
あ
る
。
そ
し
て
業
相
境
と
い
う
の
は
、
現

わ
れ
て
来
る
諸
業
相
が
止
観
実
修
の
た
め
に
障
害
と
な
る
こ
と
か
ら
こ
れ
を
観
境
と
し
た
の
で
あ
る
。
智
顎
は
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
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業
の
問
題
を
考
え
て
い
こ
う
と
し
た
こ
と
は
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
彼
は
業
相
の
出
現
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
。
ま
ず
業
相
の
現
わ
れ
方
に
つ
い
て
、
㈲
報
果
の
み
現
わ
れ
る
。

。
習
因
の
み
現
わ
れ
る
．
日
報
果
が
先
に
現
わ
れ
習
因
が
後
に
現
わ
れ
る
。
倒
習
因
が
先
に
現
わ
れ
報
果
が
後
に
現
わ
れ
る
．
㈲
習
因

と
報
果
が
同
時
に
現
わ
れ
る
。
㈱
習
因
と
報
果
が
雑
り
合
っ
て
現
わ
れ
る
、
の
六
種
の
現
わ
れ
方
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
彼
は

止
観
実
践
に
あ
た
っ
て
現
わ
れ
る
業
相
を
、
習
因
と
報
果
の
二
種
に
分
類
す
る
。
こ
こ
に
習
因
と
は
同
類
因
の
こ
と
で
あ
る
が
、
智
凱

は
こ
の
同
類
凶
か
ら
生
じ
た
等
流
果
即
ち
習
果
を
も
合
せ
て
習
因
と
い
い
、
こ
れ
を
報
果
に
対
す
る
靴
因
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
報
果
と
は
異
熟
果
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
習
因
習
果
が
来
世
の
果
を
牽
く
報
因
の
意
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
習
因
に
対
し
て
報
果
を
取

り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
業
扣
を
習
報
二
極
に
分
け
る
こ
と
は
既
述
の
狄
第
禅
門
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。

つ
い
で
彼
は
出
現
す
る
善
悪
諸
業
に
は
無
量
の
相
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
取
り
敢
え
ず
善
業
相
は
六
波
羅
蜜
、
悪
業
相
は
そ
れ
に
対
す

る
六
蔽
と
し
て
業
の
種
種
州
を
簡
単
に
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
例
え
ば
三
宝
の
形
像
や
聖
衆
の
大
徳
に
行
者
山
ら
供
養
し
、

大
い
に
歓
喜
す
る
の
を
坐
禅
中
に
見
た
り
、
布
施
を
行
ず
る
立
派
な
人
が
行
者
の
前
に
現
わ
れ
て
布
施
行
を
讃
嘆
す
る
の
を
見
た
り
す

る
の
は
、
布
施
波
羅
蜜
の
報
果
と
し
て
の
善
業
相
で
あ
る
。
一
方
三
宝
帥
佃
が
形
貌
惟
忰
し
或
い
は
藍
綾
衣
を
身
に
つ
け
た
り
飢
餓
に

陥
る
相
が
坐
禅
中
に
現
わ
れ
る
の
は
、
樫
蔽
の
報
果
と
し
て
の
悪
業
相
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
諸
相
が
現
わ
れ
ず
に
、
坐
禅
中
に

突
然
三
宝
師
僧
を
恭
敬
し
供
養
し
よ
う
と
思
っ
た
り
、
貧
苦
の
人
を
悲
傷
し
て
こ
れ
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
心
が
起
っ
た
り
す
る
の
は

布
施
波
羅
蜜
の
習
因
と
し
て
の
善
業
相
で
あ
る
と
い
う
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
し
て
止
観
実
修
中
に
種
々
な
る
善
悪
業
相
が
現
わ
れ
た
時
に
、
こ
れ
が
止
観
実
践
の
上
に
障
害
と
な
る
か
な
ら
な

い
か
に
つ
い
て
智
顎
は
吟
味
し
て
い
く
。
そ
れ
に
よ
る
と
彼
は
、
日
先
に
善
業
相
を
発
し
て
も
こ
の
善
業
を
特
み
に
し
て
僑
慢
貢
高
の
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心
を
起
し
、
や
が
て
名
利
に
染
ま
っ
て
過
患
を
生
じ
そ
れ
が
悪
業
に
つ
な
が
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
善
業
が
減
し
よ
う
と
し
悪
業
が
生

じ
よ
う
と
す
る
場
合
、
こ
れ
を
「
非
障
に
し
て
陣
な
り
。
」
と
い
う
。
ロ
初
め
に
悪
業
相
を
生
ず
る
と
こ
れ
を
隙
塊
畏
怖
し
、
こ
の
悪

を
州
統
す
る
心
を
断
じ
て
永
久
に
罪
業
を
起
さ
な
く
な
り
、
却
っ
て
善
業
を
行
ず
る
よ
う
に
な
る
場
合
、
こ
れ
を
「
隙
に
し
て
非
障
な

り
。
」
と
い
い
、
こ
れ
は
悪
業
が
減
し
よ
う
と
し
善
業
が
生
じ
よ
う
と
す
る
の
だ
と
い
う
。
更
に
日
善
業
は
減
せ
ず
悪
業
は
生
じ
な
い

で
、
善
悪
業
と
も
に
陣
と
な
ら
な
い
こ
と
を
表
わ
す
場
合
、
凹
善
業
は
生
ぜ
ず
悪
業
は
減
し
な
い
で
、
善
悪
業
と
も
に
障
と
な
る
場
合

の
あ
る
こ
と
を
指
捕
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
要
す
る
に
、
善
業
は
障
と
な
ら
な
い
が
、
悪
業
は
止
観
の
障
と
な
る
こ
と
を
意
味

す
る
の
だ
と
い
う
。
け
れ
ど
も
以
上
の
如
く
善
業
相
と
悪
業
相
の
現
わ
れ
方
に
よ
っ
て
、
陣
不
障
の
問
題
を
決
定
す
る
の
は
生
死
迷
妄

に
沈
む
有
漏
の
境
界
に
お
い
て
善
悪
二
業
を
区
別
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
行
者
は
更
に
進
ん
で
こ
の
善
悪
二
種
と
も
に
止
観
実
修
の
上
に

障
害
と
な
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
善
悪
二
業
と
も
に
そ
れ
が
空
で
あ
る
こ
と
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る

業
相
へ
の
有
執
を
離
れ
た
立
場
に
お
い
て
業
州
を
見
る
こ
と
を
い
う
。
更
に
行
者
は
そ
の
空
観
に
立
つ
善
悪
観
も
や
は
り
皆
障
害
と
な

る
こ
と
を
観
察
す
る
。
そ
れ
は
仮
を
観
察
す
る
立
場
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
こ
の
仮
観
に
お
け
る
善
悪
も
倶
に
障
害
で
あ
る
と

知
る
。
こ
れ
は
中
観
の
立
場
に
お
い
て
見
ら
れ
る
業
相
で
あ
る
。
以
上
の
如
く
見
て
来
る
と
、
業
障
は
無
限
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら

な
い
と
智
甑
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
こ
の
よ
う
な
無
限
の
業
障
を
完
全
に
克
服
す
る
に
は
、
い
か
な
る
道
を
選
ぶ
、
へ
き
で
あ
る
か
と
云
え
ば
↑
こ
の
よ
う
な
業
相

境
を
不
思
議
境
と
し
て
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
。
智
顔
が
止
観
の
観
境
に
思
議
塊
と
不
思
議
境
の
二
種
の
対
境
が
あ

る
と
し
て
、
こ
れ
を
明
か
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
不
思
議
境
を
明
か
す
に
は
、
ま
ず
思
議
境
に
つ
い
て
観
察

す
る
の
が
便
利
で
あ
る
か
ら
、
思
議
境
と
し
て
の
業
祁
観
か
ら
述
、
へ
て
み
よ
う
。
ま
ず
無
湘
の
禅
を
発
得
し
な
い
世
俗
の
衆
生
で
善
悪

天
台
止
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渚
業
を
生
ず
る
と
き
、
悪
業
を
行
ぜ
ぱ
そ
の
程
度
に
応
じ
て
地
獄
。
畜
生
・
餓
鬼
の
報
を
受
け
る
。
善
業
を
行
ず
れ
ば
そ
の
程
度
に
応

じ
て
阿
修
羅
・
人
・
天
の
報
を
受
け
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
業
は
い
ず
れ
、
も
色
心
諸
法
に
迷
い
四
顛
倒
を
起
し
て
無
常
生
滅
に
身
を
委

ね
、
生
死
の
世
界
に
輪
廻
す
る
の
だ
と
い
う
。
つ
ぎ
に
声
聞
の
衆
生
は
、
業
は
煩
悩
よ
り
起
る
の
で
そ
の
煩
悩
を
断
じ
て
四
諦
の
理
を

見
、
漏
尽
の
境
界
に
至
っ
て
善
悪
諸
業
も
こ
の
業
を
観
察
す
る
心
も
悉
く
無
し
と
観
察
す
る
。
つ
ぎ
に
縁
覚
の
衆
生
は
業
は
無
明
よ
り

起
こ
り
、
業
に
よ
っ
て
名
色
乃
至
老
死
を
生
ず
る
、
そ
こ
で
無
明
を
減
す
れ
ば
諸
業
も
減
す
る
と
観
察
す
る
。
以
上
の
声
聞
や
縁
覚
の

場
合
は
、
と
も
に
因
縁
生
起
す
る
諸
業
は
生
起
の
原
因
を
断
つ
こ
と
に
よ
っ
て
業
は
空
不
生
な
り
と
覚
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
菩
薩
の

場
合
に
は
、
㈲
諸
業
は
本
来
幻
化
の
如
き
も
の
で
空
で
あ
る
。
空
は
浬
藥
で
あ
る
か
ら
、
諸
業
が
現
起
す
る
と
い
っ
て
も
そ
れ
が
そ
の

ま
ま
浬
藥
で
あ
る
と
観
察
す
る
。
○
大
地
が
い
ろ
い
ろ
な
芽
を
生
ず
る
如
く
、
業
は
十
法
界
す
べ
て
の
法
を
生
ず
る
。
そ
の
業
は
有
で

も
な
く
空
で
も
な
い
け
れ
ど
も
；
衆
生
を
済
度
す
る
た
め
に
業
有
り
業
無
し
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
と
観
察
す
る
。

と
こ
ろ
が
以
上
述
べ
た
の
は
い
ず
れ
も
思
議
の
業
境
で
あ
っ
て
不
完
全
な
業
相
観
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
智
顎
の
力
説
す
る
不
思

議
の
業
境
と
は
「
深
達
罪
福
相
；
遍
照
於
十
方
」
の
句
を
真
に
体
得
す
る
境
界
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
句
は
法
華
経
の
提
婆
品
に
お
い

て
娑
迦
羅
龍
王
の
幼
女
が
、
佛
の
法
身
を
讃
え
同
時
に
自
ら
苦
に
没
す
る
衆
生
を
度
脱
せ
ん
と
誓
う
偶
の
中
に
あ
り
、
こ
こ
に
罪
と
は

悪
業
で
あ
り
福
と
は
善
業
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
こ
の
善
悪
業
に
深
達
す
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
と
云
え
ば
、
す
で
に
述
べ
た
思
議

業
境
観
の
よ
う
に
三
界
の
衆
生
の
業
州
観
を
越
え
、
二
乗
の
業
相
観
を
越
え
、
菩
薩
の
業
相
観
に
達
す
る
と
い
う
よ
う
な
漸
々
次
第
に

深
達
す
る
業
境
で
は
な
く
、
端
的
に
「
浅
業
に
即
し
て
深
業
に
達
す
」
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
迷
妄
の
衆
生
に
生
起
す
る
現
実
的
。
個
別

的
な
一
業
一
業
に
あ
ら
ゆ
る
法
界
の
業
を
具
足
し
、
欠
減
な
き
一
切
業
と
し
て
体
得
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
遍
照
於
十
方
と
い

う
と
き
、
一
念
の
業
が
生
起
す
る
の
を
観
察
す
る
に
即
ち
十
法
界
を
具
足
す
る
の
が
十
方
で
あ
り
、
こ
の
十
法
界
は
百
界
・
千
如
・
三

二
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千
世
間
を
互
具
す
る
法
界
で
あ
る
か
ら
、
善
悪
の
業
が
一
念
の
う
ち
に
競
い
起
る
と
き
即
ち
あ
ら
ゆ
る
法
界
を
性
具
す
る
業
と
し
て
、

諸
法
の
都
と
し
て
絶
待
の
業
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
の
如
き
業
相
観
に
立
て
ば
、
悪
業
も
善
業
の
資
で
あ
り
悪
も
な
け
れ
ば
善

も
な
い
。
威
音
王
仏
所
の
四
衆
が
常
不
軽
菩
薩
に
罵
一
言
打
拍
を
加
え
る
と
い
う
悪
業
に
よ
り
、
か
え
っ
て
常
不
軽
菩
薩
に
値
い
教
化
せ

⑬
⑭

ら
れ
て
不
退
を
得
た
と
い
う
の
も
、
或
い
は
提
婆
達
多
は
是
れ
善
知
識
な
り
と
い
う
の
も
、
業
相
の
絶
待
性
を
体
得
し
て
始
め
て
意
味

が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
智
顎
は
初
め
に
止
観
実
修
の
上
に
障
害
と
な
る
業
相
を
問
題
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
実
相
論

に
裏
づ
け
ら
れ
た
業
相
観
に
お
い
て
は
、
も
は
や
業
は
単
な
る
障
害
と
し
て
対
治
せ
ら
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
一
念
の
業
が

起
る
と
こ
ろ
に
実
相
そ
の
も
の
の
絶
待
性
を
見
出
し
、
そ
の
一
念
の
業
が
起
る
こ
と
は
不
思
議
境
さ
な
が
ら
の
業
で
あ
っ
て
、
善
悪
二

業
相
待
に
と
ど
ま
ら
な
い
不
思
議
業
と
し
て
把
握
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
智
顎
に
お
い
て
業
相
の
問
題
は
、
止
観
実
修
の
上
に
必
然
的
に
起
っ
て
来
る
問
題
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も

そ
の
止
観
は
毘
曇
や
成
実
論
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
な
三
蔵
教
の
業
相
論
で
も
な
く
、
中
論
に
見
ら
れ
る
通
教
乃
至
別
教
的
な
業
相
観

で
も
な
い
。
も
っ
と
現
実
に
即
し
な
が
ら
相
待
的
な
業
相
把
握
を
越
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
た
の
が
法
華
経

に
基
く
円
教
と
し
て
の
業
相
観
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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、
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