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一

は
じ
め
に　

表
題
の「
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
や
不
や
」は
曇
無
釆
訳『
涅
槃
経
』（
お
よ
び『
南
本
涅
槃
経
』）

聖
行
品
の
な
か
で
文
殊
師
利
菩
薩
が
提
し
た
問
い
で
あ
る
。
仏
陀
は
「
世
諦
と
は
第
一
義
諦
な
り
」

と
答
え
ら
れ
た（

（
（

。
こ
の
答
え
は
、
中
国
南
北
朝
期
に
盛
行
し
た
二
諦
論
議
に
お
い
て
一
つ
の
テ
ー
マ

を
提
供
し
た
。

二
諦
の
論
議
が
中
国
南
北
朝
期
の
仏
教
学
の
一
角
を
担
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
二
諦

論
考
の
中
で
、
諦
（
＝
審
実
・
真
実
・
不
虚
妄
）
が
二
つ
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
二
つ
の
審
実
の

間
に
は
何
ら
か
の
関
係
性
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
究
明
し
よ
う
と
い
う
思
潮
が
起
こ

っ
た
。「
二
諦
相
即
論
」
で
あ
る
。

初
期
仏
教
に
お
い
て
「
二
つ
の
真
理
の
形
式
に
関
す
る
教
え
」
の
意
と
さ
れ
る
「
二
諦
」
が（

（
（

、
中

国
南
北
朝
期
に
お
い
て
「
相
即
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
の
も
と
で
理
解
さ
れ
る
の
は
、
二
諦
が
二
つ
の

相
待
す
る
概
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
古
訳
時
代
か
ら
中
国

仏
教
が
主
た
る
テ
ー
マ
と
し
て
き
た
現
象
的
人
間
存
在
（
縁
起
的
五
蘊
）
と
空
と
の
関
係
性
（
色
即

是
空
、
空
即
是
色
）
を
問
う
般
若
学
、
そ
し
て
鳩
摩
羅
什
が
も
た
ら
し
た
中
観
仏
教
に
お
け
る
本
質

的
な
テ
ー
マ
「
現
象
と
本
性
と
い
う
相
待
す
る
二
つ
は
究
極
に
お
い
て
一
つ
で
あ
る
」
と
見
る
不
二

論
の
思
潮
の
中
で
理
解
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
特
に
『
中
論
』
観
四
諦
品
、
第
八
偈
は
「
約
教
」
と

し
て
の
、
つ
ま
り
「
言
説
」
と
し
て
の
二
諦
と
い
う
理
解
を
決
定
づ
け
た（

（
（

。
そ
う
し
た
中
で
古
訳
時

代
か
ら
求
め
ら
れ
て
き
た
「
不
二
」
は
相
待
対
立
す
る
言
説
と
し
て
の
二
諦
と
い
う
枠
組
み
に
お
い

て
考
究
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。『
大
乗
玄
論
』に「
二
諦
と
は
相
待
の
仮
称（

（
（

」と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

二
諦
論
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
「
不
二
中
道
」
が
追
求
さ
れ
る
思
潮
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。

時
に
、
鳩
摩
羅
什
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
曇
無
釆
に
よ
っ
て
『
涅
槃
経
』
が
も
た
ら
さ
れ
、
い

よ
い
よ
爛
熟
し
よ
う
と
し
て
い
る
中
国
仏
教
思
想
に
決
定
的
お
墨
付
き
を
与
え
た
。「
悉
有
仏
性
」

は
そ
の
最
大
の
功
績
で
あ
る
が
、
般
若
学
界
に
対
す
る
功
績
は
「
二
諦
は
相
即
す
る
」
と
い
う
決
定

的
な
証
し
（
仏
説
）
を
与
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
当
時
の
仏
教
界
が
課
題
と
し
た
法
性
、
法

界
、
実
相
、
中
道
と
い
っ
た
哲
学
的
命
題
を
説
明
す
る
方
法
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
成
実
学
、
三
論

学
、
天
台
学
、
そ
し
て
華
厳
学
と
い
っ
た
精
緻
な
理
論
を
構
え
る
諸
宗
派
、
南
北
朝
期
か
ら
隋
に
活

躍
し
た
仏
教
者
の
思
索
の
多
く
は
こ
の
点
に
注
が
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
南
北
朝
期
の
仏
教
学
の
思
索
は
「
二
諦
（
二
）
は
相
即
す
る
」
の
理
論
構
築
へ
と
一

挙
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
一
体
、
こ
の
証
し
で
あ
る
仏
陀
の
答
え
に
は
、
そ
れ
を
引
き
出
す
た

め
の
発
問
と
い
う
も
の
が
当
然
有
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
発
問
こ
そ
表
題
の
「
世
諦
の
中
に
第
一
義

諦
有
り
や
不
や
」
と
い
う
一
見
唐
突
な
る
疑
問
で
あ
る
。
本
論
文
は
こ
の
問
が
発
こ
さ
れ
た
所
以
を

淵
源
的
論
場
に
尋
ね
、
か
く
ま
で
も
南
北
朝
期
の
仏
教
学
の
方
向
性
を
規
定
し
た
発
問
の
背
景
を
視

察
し
て
み
よ
う
と
い
う
企
画
で
あ
る
。

さ
て
、
再
び
表
題
の
「
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
や
不
や
」
の
発
問
に
立
ち
返
り
、
本
論
が
こ

の
発
問
に
興
味
を
も
つ
所
以
を
述
べ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
発
問
は
、
説
一
切
有
部
の
論
書
で
あ
る
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』（
北
涼
：
浮
陀
跋
摩
訳
）
と

大
乗
経
典
の
『
涅
槃
経
』
聖
行
品
（
北
涼
：
曇
無
釆
訳
）
に
お
け
る
二
諦
の
解
説
の
な
か
で
、
仏
陀

が
二
諦
を
説
き
た
も
う
た
理
由
は
如
何
を
解
説
す
る
文
脈
に
お
い
て
提
出
さ
れ
る
問
い
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
二
つ
の
仏
典
は
、
仏
陀
の
二
諦
の
教
説
を
組
織
的
な
四
諦
論
説
の
な
か
で
取
り
上
げ
、

表
題
の
発
問
を
契
機
と
し
て
進
め
ら
れ
る
問
答
解
釈
に
お
い
て
共
通
す
る
文
脈
（
型
）
を
も
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
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【
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
】

問
う
て
曰
く
。

（a）
世
諦
（
唐
訳
：
世
俗
諦
）
の
中
に
第
一
義
諦
（
唐
訳
：
勝
義
諦
）
有
り
と
為

す
や
不
や
。

（b）
若
し
第
一
義
諦
有
ら
ば
、便
ち
是
れ
第
一
義
諦
に
し
て
世
諦
有
る
こ
と
無
し
。

若
し
無
く
ば
、
亦
た
是
れ
一
諦
の
み
、
謂
く
第
一
義
諦
な
り
。

答
え
て
曰
く
、
應
に
是
の
説
を
作
す
べ
し
。

（c）
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
、
と
。

（d）
若
し
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
無
く
ば
、
如
来
の
二
諦
を
説
き
た
ま
え
る
は
則

ち
其
れ
実
の
如
く
な
ら
ず
。
如
来
は
二
諦
を
説
き
た
ま
え
る
は
其
れ
実
の
如
く

な
る
が
故
に
、
世
諦
の
中
に
應
に
第
一
義
諦
有
る
べ
き
な
り
。

問
う
て
曰
く
、

（e）
若
し
然
ら
ば
、
便
ち
一
諦
の
み
有
ら
ん
、
謂
く
第
一
義
諦
な
り
。

答
え
て
曰
く
、
是
の
如
く
唯
だ
一
諦
有
る
の
み
、
謂
く
第
一
義
諦
な
り
。

問
う
て
曰
く
、
若
し
然
ら
ば
、
仏
は
何
の
故
に
二
諦
を
説
き
た
ま
え
る
や
。

答
え
て
曰
く
、
事
（
唐
訳
：
差
別
縁
）
を
以
て
の
故
に
し
て
、
体
分
（
唐
訳
：
実
事
）
を
以
て

せ
ず
、
唯
だ
一
諦
有
る
の
み
、
謂
く
第
一
義
諦
、
事
を
以
て
の
故
に
而
も
差
別

有
り
、
若
し
事
を
以
て
の
故
に
名
づ
け
て
世
諦
と
為
せ
ば
、
此
の
事
を
以
て
第

一
義
諦
と
名
づ
け
ず
、
若
し
事
を
以
て
の
故
に
第
一
義
諦
と
名
づ
け
れ
ば
此
の

事
を
以
て
名
づ
け
て
世
諦
と
為
さ
ず
。
…
…

問
う
て
曰
く
、
世
諦
第
一
義
諦
は
別
体
と
し
て
施
設
し
得
て
雑
合
せ
ざ
る
可
し
と
為
す
や
。

答
え
て
曰
く
、
得
可
し
。
尊
者
和
須
蜜
の
説
き
て
曰
く
、
名
は
是
れ
世
諦
、
名
の
所
顕
の
義
は

是
れ
第
一
義
諦
な
り
、
復
た
次
に
、

（f）
世
間
の
所
説
に
隨
順
せ
る
は
是
れ
を
世

諦
と
名
づ
け
、
賢
聖
の
所
説
に
隨
順
せ
る
は
是
れ
を
第
一
義
諦
と
名
づ
く
…
…

【
大
般
涅
槃
経
・
聖
行
品
】

そ
の
時
、
文
殊
師
利
菩
薩
、
仏
に
白
し
て
言
く
、

世
尊
よ
、
説
き
た
も
う
所
の
世
諦
と
第
一
義
諦
は
、
其
の
義
は
云
何
。

世
尊
よ
、

（a）
第
一
義
の
中
に
世
諦
有
り
や
不
や
。
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り

や
不
や
。

（b）
如
其
し
有
ら
ば
即
ち
一
諦
な
ら
ん
。

（d）
如
其
し
無
く
ん
ば
將
に
如

來
の
虚
妄
の
説
に
非
ず
や
、
と
。

仏
、
言
わ
く
、
善
男
子
よ
、

（c）
世
諦
と
は
第
一
義
諦
な
り
、
と
。

文
殊
師
利
菩
薩
言
わ
く
、

世
尊
よ
、

（e）
若
し
爾
ら
ば
則
ち
二
諦
無
け
ん
、
と
。

仏
、
言
わ
く
、
善
男
子
よ
、
善
方
便
有
り
て
、
衆
生
に
隨
順
し
て
二
諦
有
り
と
説
く
の
み
。
善

男
子
よ
、
若
し
言
説
に
随
わ
ば
則
ち
二
種
有
り
、
一
に
は
世
法
、
二
に
は
出
世

法
な
り
。

善
男
子
よ
、

（f）
出
世
人
の
知
る
所
の
如
き
は
第
一
義
諦
と
名
づ
け
、
世
人
の
知

る
者
を
ば
名
づ
け
て
世
諦
と
為
す
。
…
…

四
諦
を
論
説
す
る
な
か
で
、
仏
陀
の
二
諦
の
教
説
を
取
り
上
げ
、
二
諦
と
四
諦
と
の
相
摂
関
係
を

解
説
し
た
上
で
、
表
題
の
発
問
を
契
機
と
す
る
二
諦
論
は
基
本
的
に
つ
ぎ
の
構
成
で
進
め
ら
れ
る
。

（a）
発
問　

真
諦
と
俗
諦
の
相
摂
関
係
に
つ
い
て

〔
阿
〕世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
は
有
る
の
か
無
い
の
か
？

〔
涅
〕第
一
義
諦
の
中
に
世
諦
は
有
る
の
か
無
い
の
か
？

世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
は
あ
る
の
か
無
い
の
か
？

（b）
〃〔

阿
〕有
る
と
す
る
と
世
諦
は
第
一
義
諦
の
こ
と
に
な
り
、
無
い
と
す
る
と
第
一
義
諦
一
諦
の
み

で
、
結
局
、
二
諦
は
不
成
立
と
な
る
の
で
は
な
い
か

〔
涅
〕有
る
と
す
る
と
一
諦
だ
け
で
は
な
い
か

（c）
答
え
る

〔
阿
〕世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り

〔
涅
〕世
諦
と
は
第
一
義
諦
な
り

（d）
問
う　
　
〔
阿
〕世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
が
無
け
れ
ば
、
如
来
の
不
如
実
の
語
と
な
ろ
う

答
え
る　
〔
涅
〕無
け
れ
ば
二
諦
有
り
と
は
如
来
の
虚
妄
の
説
と
な
ろ
う

（e）
問
う

〔
阿
〕す
る
と
、
第
一
義
諦
の
一
諦
だ
け
と
な
る
の
で
は
な
い
か
？

〔
涅
〕す
る
と
、
二
諦
は
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
か
？

（f）
以
下
、
二
諦
に
つ
い
て
多
様
な
解
説
を
行
う

＊〔
阿
〕差
別
事
（
北
涼
訳
、
唐
訳
は
差
別
縁
）
に
よ
る
二
諦
解
釈
を
紹
介

＊〔
涅
〕多
岐
に
わ
た
る
二
諦
解
説
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三

こ
の
二
つ
は
、
一
方
は
大
乗
経
典
で
あ
り
他
方
は
性
格
を
異
に
す
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書
で
あ
り
、

文
章
語
句
も
全
同
と
は
い
え
な
い
。
し
か
も
、
こ
こ
に
件
の
発
問
に
し
て
も
、『
涅
槃
経
』
は
「
第

一
義
の
中
に
世
諦
有
り
や
不
や
、
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
や
不
や
」
と
い
う
よ
う
に
二
諦
の
相

摂
関
係
を
問
う
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
は
単
に
「
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有

り
と
為
す
や
不
や
」
と
単
摂
的
関
係
性
を
問
う
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
仏
陀
の
答
え
は
、『
涅
槃
経
』

は
「
世
諦
と
は
第
一
義
諦
な
り
」
と
相
即
的
二
諦
を
結
し
、『
毘
婆
沙
論
』
は
「
世
諦
の
中
に
第
一

義
諦
有
り
」
と
世
諦
と
第
一
義
諦
と
の
単
摂
的
関
係
を
述
べ
る
と
い
う
よ
う
な
決
定
的
な
異
な
り
は

あ
る
。
そ
し
て
、『
涅
槃
経
』
は
中
道
仏
性
に
基
礎
づ
か
れ
た
大
乗
的
二
諦
説
を
、『
毘
婆
沙
論
』
は

ア
ビ
ダ
ル
マ
的
二
諦
説
を
詳
説
す
る
点
に
お
い
て
も
決
定
的
な
異
な
り
が
あ
る
。
し
か
し
本
論
で
は

そ
の
決
定
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
を
問
題
に
し
な
い
。大
乗
と
ア
ビ
ダ
ル
マ
が
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ「
究

極
」
の
異
な
る
こ
と
は
先
刻
当
然
で
あ
る
。

し
か
し
、
右
に
示
し
た
二
つ
の
問
答
文
は
構
成
上
共
通
点
が
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
二
つ
の
仏
典
の

背
景
と
な
る
共
通
の
思
潮
を
想
像
す
る
の
で
あ
る
。
強
い
て
い
え
ば
も
と
も
と
ア
ビ
ダ
ル
マ
解
釈
家

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
発
問
と
答
論
の
発
想
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
を
『
涅
槃
経
』
聖

行
品
は
自
ら
の
大
乗
義
に
立
つ
二
諦
経
説
を
構
成
す
る
た
め
に
取
り
入
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
想
像

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
立
場
を
異
に
す
る
二
つ
の
仏
典
に
お
け
る
件
の
発
問
の
起
こ
さ

れ
る
所
以
と
意
義
を
追
っ
て
み
た
い
。

因
み
に
、
龍
樹
『
中
論
』
で
も
仏
陀
の
二
諦
教
説
が
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
観
四

諦
品
」
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
や
、
本
論
の
後
説
で
触
れ
る
が
、
言
説
・
約
教
と
し
て
の
二
諦

と
い
う
毘
婆
沙
師
の
二
諦
解
釈
と
共
通
の
思
潮
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
も
付
記
し
て
お
き
た
い
。

本
論
は
、「
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
や
不
や
」
と
は
、『
婆
沙
論
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
ア
ビ

ダ
ル
マ
的
二
諦
解
釈
の
な
か
で
発
想
さ
れ
た
問
い
で
あ
り
、『
涅
槃
経
』
聖
行
品
に
お
け
る
当
該
の

発
問
と
答
文
の
構
成
は
そ
う
し
た
ア
ビ
ダ
ル
マ
的
二
諦
解
釈
の
思
潮
に
触
れ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
探
る
。
そ
の
為
に
つ
ぎ
の
手
続
き
を
履
む
。

〔
Ⅰ
〕『
婆
沙
論
』
に
お
け
る
「
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
や
不
や
」
の
発
問
の
周
囲

〔
Ⅱ
〕『
大
般
涅
槃
経
』
に
お
け
る
「
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
や
不
や
」
の
発
問
の
周
囲

な
お
、
本
稿
で
は
紙
数
上
〔
Ⅰ
〕
の
発
表
に
と
ど
ま
る
。

〔
Ⅰ
〕『
婆
沙
論
』
に
お
け
る

「
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
や
不
や
」
の
発
問
の
周
囲

ま
ず
、『
婆
沙
論
』
に
お
い
て
「
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
や
不
や
」
の
命
題
が
提
示
さ
れ
る

様
態
を
、
論
の
説
相
の
な
か
に
追
っ
て
み
る
。

上
記
し
た
よ
う
に
、
中
国
に
お
け
る
二
諦
の
思
想
は
鳩
摩
羅
什
の
来
夏
に
よ
っ
て
発
展
を
見
た
の

で
あ
る
が
、
一
方
、
阿
毘
達
磨
の
二
諦
説
も
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
北
涼
・
永

和
五
（
四
三
七
）
年
、浮
陀
跋
摩
共
道
泰
等
訳
と
さ
れ
る
カ
シ
ミ
ー
ル
有
部
の
阿
毘
達
磨
の
綱
要
書
、

迦
旃
延
子
造
『
阿
毘
曇
婆
沙
論
』
六
十
巻（

（
（

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
阿
毘
達
磨
と
し
て
の
二
諦
説
を
明
瞭

に
組
織
立
て
て
論
述
し
て
い
る
。

大
乗
仏
教
思
想
研
究
に
風
靡
さ
れ
た
南
北
朝
期
に
お
い
て
阿
毘
達
磨
の
二
諦
説
が
思
想
界
に
与
え

た
大
き
な
影
響
は
見
な
い
。
し
か
し
、
南
北
朝
期
の
二
諦
論
や
不
二
論
に
相
当
の
影
響
を
も
っ
た

『
涅
槃
経
』
聖
行
品
に
お
け
る
「
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
や
不
や
（
世
諦
と
は
第
一
義
諦
な
り
）」

の
発
想
は
毘
婆
沙
師
の
多
様
な
る
解
釈
の
一
つ
（
し
か
し
こ
れ
は
『
婆
沙
論
』
の
基
本
的
な
二
諦
解

釈
で
あ
る
が
）
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
こ
と
は
面
白
い
。
ま
た
、
後
説
に
触
れ

る
が
、
梁
代
に
唱
え
ら
れ
た
「
二
諦
異
体
説
」
の
「
異
体
（
別
体
）」
と
い
う
発
想
は
阿
毘
達
磨
的

ア
イ
デ
ア
に
な
が
め
ら
れ
、
あ
な
が
ち
こ
の
時
代
に
阿
毘
達
磨
的
発
想
が
二
諦
義
に
対
し
て
の
影
響

皆
無
で
あ
っ
た
と
は
い
い
が
た
い
所
が
あ
る
。

し
か
し
本
稿
は
、
婆
沙
論
に
提
さ
れ
た
「
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
や
不
や
」
の
命
題
が
発
想

さ
れ
る
契
機
の
様
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
以
下
の
論
述
で
は
、
基
本
的
に
玄
奘

訳
『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』（
文
中
「
婆
沙
論
」
と
略
称
す
る
）
を
用
い
、
必
要
に
応
じ
て
『
阿

毘
曇
毘
婆
沙
論
』
を
用
い
、
北
涼
訳
、
唐
訳
の
略
称
を
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

一　
「
諦
」
に
つ
い
て

『
婆
沙
論
』
の
二
諦
説
は
巻
第
七
十
七
、「
第
二
結
蘊
」
の
、
四
諦
を
論
じ
る
中
で
詳
論
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
四
諦
論
は
、
は
じ
め
に
四
諦
を
論
究
す
る
所
以
を
述
べ
、
四
諦
の
自
性
、
諦
の
定
義
、
四

諦
建
立
の
根
拠
、
四
諦
の
相
、
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
、
さ
ら
に
仏
陀
の
教
説
と
し
て
の
一
諦
説
・

二
諦
説
と
四
諦
の
関
係
性
、
そ
し
て
外
道
の
教
法
の
三
諦
・
四
諦
と
仏
教
の
四
諦
に
つ
い
て
解
釈
を

施
し
、
最
後
に
四
諦
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
経
文
の
解
釈
と
い
っ
た
内
容
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
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し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
問
題
は
四
諦
と
二
諦
と
の
関
係
論
に
お
い
て
二
諦
の
意
義
を
読
み
取
る
こ

と
に
あ
る
。

『
婆
沙
論
』
の
二
諦
説
の
大
概
は
、
二
諦
の
体
は
無
二
で
あ
っ
て
唯
一
勝
義
諦
の
み
が
実
在
し
、

そ
の
唯
一
実
在
な
る
も
の
を
基
調
と
し
て
仏
陀
に
よ
っ
て
二
つ
の
諦
が
教
説
さ
れ
る
の
は「
差
別
縁
」

に
よ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
件
の
「
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
や
不
や
」
の
問
い
は
こ
の
二
諦

論
に
お
い
て
重
要
な
契
機
を
提
供
す
る
。
す
な
わ
ち
四
諦
論
は
説
一
切
有
部
の
迷
悟
に
わ
た
る
教
義

全
般
の
綱
格
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
持
ち
出
さ
れ
る
二
諦
説
と
の
関
係
論
は
、
一
方
の
「
仏
説
」

と
し
て
の
世
俗
か
勝
義
か
と
い
う
観
点
か
ら
四
諦
を
意
義
づ
け
る
効
果
と
な
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
四
諦
と
二
諦
に
共
通
す
る
用
語
「
諦
」
を
『
婆
沙
論
』
が
ど
の
よ
う
な
意
義
付
け

を
し
て
い
る
の
か
確
認
し
て
お
く
。

な
お
、
真
俗
二
諦
の
語
義
に
つ
い
て
は
先
学
に
よ
る
詳
細
な
研
究
成
果
が
あ
る
の
で
頼
り
と
す
る（

（
（

。

「
諦
」
に
つ
い
て
『
婆
沙
論
』
は
「
何
が
故
に
諦
と
名
づ
く
る
や
、
諦
は
是
れ
何
の
義
な
る
や
」

と
の
問
い
に
答
え
て
、「
実
の
義
こ
そ
諦
の
義
で
あ
り
、
真
の
義
、
如
の
義
、
不
顛
倒
の
義
、
無
虚

誑
の
義
で
あ
る
（
実
義
是
諦
義
、真
義
如
義
不
顛
倒
義
無
虚
誑
義（

（
（

）」
と
い
っ
て
い
る
。「
諦
」
は
「
実
・

真
・
如
・
不
顛
倒
・
無
虚
妄
」
の
義
で
あ
る
と
す
る
。
本
論
の
第
二
弾
『〔
Ⅱ
〕『
大
般
涅
槃
経
』
に

お
け
る
「
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
や
不
や
」
の
発
問
の
所
以
』
に
お
い
て
述
べ
る
が
、『
涅
槃
経
』

聖
行
品
の
二
諦
解
釈
に
お
い
て
、「
実
・
真
・
如
・
不
顛
倒
・
無
虚
誑
」
が
「
実
諦
」
を
意
義
づ
け

る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
幾
度
も
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
「
諦
」
の
基
本
的
な
意
味

と
理
解
し
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、こ
の
定
義
に
つ
い
て
『
婆
沙
論
』
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
答
を
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

「
諦
」
の
意
義
が
単
な
る
客
観
的
実
在
や
抽
象
的
真
理
を
い
う
の
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
何
が
「
実
・
真
・
如
・
不
顛
倒
・
無
虚
妄
」
で
あ
る
と
い
う
の
か
。

問
。
若
實
義
是
諦
義
、
乃
至
無
虚
誑
義
是
諦
義
者
、
虚
空
非
擇
滅
亦
有
實
義
乃
至
無
虚
誑
義
、

何
故
世　

尊
不
立
爲
諦
。［
も
し
、
実
・
真
・
如
・
不
顛
倒
・
無
虚
誑
の
義
が
諦
の
義
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、

虚
空
・
非
擇
滅
に
も
実
乃
至
無
虚
誑
の
義
が
あ
る
の
に
何
故
に
世
尊
は
諦
と
し
な
い
の
か
］

答
。
若
法
是
苦
、
是
苦
因
、
是
苦
盡
、
是
苦
對
治
者
、
世
尊
立
爲
諦
、
虚
空
非
擇
滅
非
苦
、
非

苦
因
、
非  

苦
盡
、
非
苦
對
治
、
是
故
世
尊
不
立
爲
諦
。［
答
え
る
。
法
が
苦
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
が

苦
の
因
と
な
り
、
苦
の
盡
と
な
り
、
苦
の
対
治
と
な
る
か
ら
、
世
尊
は
そ
こ
に
諦
の
義
を
立
て
る
の
で
あ
り
、
虚
空
・

非
擇
滅
に
は
苦
も
苦
の
因
も
苦
の
盡
も
苦
の
対
治
も
無
い
か
ら
世
尊
は
諦
と
し
な
い
の
で
あ
る
］

復
次
、
若
法
是
蘊
、
是
蘊
因
、
是
蘊
盡
、
是
蘊
對
治
者
立
爲
諦
、
虚
空
非
擇
滅
非
蘊
非
蘊
因
非

蘊
盡  

非
蘊
對
治
故
不
立
爲
諦
。［
ま
た
、
法
が
五
蘊
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
が
五
蘊
の
因
と
な
り
、
五
蘊
の

盡
と
な
り
、
五
蘊
の
対
治 

と
な
る
か
ら
、
そ
こ
に
諦
の
義
を
た
て
る
の
で
あ
り
、
虚
空
・
非
擇
滅
は
…
…
五
蘊
・
因
・

盡
・
対
治
が
無
い
か
ら
世
尊
は
諦
と
し
な
い
の
で
あ
る
］

復
次
、
若
法
是
疾
病
、
是
疾
病
因
、
是
疾
病
盡
、
是
疾
病
對
治
者
立
爲
諦
、
虚
空
非
擇
滅
非
疾

病
非
疾
病
因
非
疾
病
盡
非
疾
病
對
治
故
不
立
爲
諦
。［
ま
た
、
法
が
疾
病
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
が
疾
病

の
因
、
疾
病
の
盡
、 

疾
病
の
対
治
と
な
る
か
ら
、
諦
の
義
を
立
て
た
の
で
あ
り
、
虚
空
・
非
擇
滅
に
は
す
べ
て
無

い
か
ら
諦
の
義
と
し
て
立
て
な
い
の
で
あ
る
］

復
次
、
若
法
是
癰
箭
惱
害
過
患
、
癰
箭
惱
害
過
患
因
、
是
癰
箭
惱
害
過
患
盡
、
是
癰
箭
惱
害
過

患
對
治
者
立
爲
諦
、
虚
空
非
擇
滅
於
彼
皆
非
故
不
立
爲
諦
。［
ま
た
、
法
が
癰
箭
惱
害
過
患
で
あ
る
と
し

て
、
そ
れ
が
因
と
な
り
、
盡
と
な
り
、
対
治
と
な
る
か
ら
、
世
尊
は
諦
の
義
を
立
て
る
の
で
あ
り
、
虚
空
・
非
擇

滅
に
は
す
べ
て
無
い
か
ら
諦
の
義
と
し
て
立
て
な
い
の
で
あ
る
］

復
次
、
若
法
是
重
擔
、
是
能
荷
重
擔
、
是
重
擔
盡
、
是
重
擔
對
治
者
立
爲
諦
、
虚
空
非
擇
滅
於

彼
皆
非
故
不
立
爲
諦
。［
ま
た
、
法
が
重
擔
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
が
重
擔
を
荷
す
る
因
と
な
り
、
重
擔
の
盡

と
な
り
、
重
擔
の
対
治
と
な
る
か
ら
、
諦
の
義
を
立
て
る
の
で
あ
り
、
虚
空
・
非
擇
滅
に
は
す
べ
て
無
い
か
ら
諦

の
義
と
し
て
立
て
な
い
の
で
あ
る
］

復
次
、若
法
是
此
岸
、是
彼
岸
、是
河
、是
船
筏
者
立
爲
諦
、虚
空
非
擇
滅
於
彼
皆
非
故
不
立
爲
諦
。

［
ま
た
、
法
が
此
岸
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
が
彼
岸
と
な
り
、
河
と
な
り
、
船
筏
と
な
る
か
ら
、
諦
の
義
を
立
て
る

の
で
あ
り
、 

虚
空
・
非
擇
滅
に
は
す
べ
て
無
い
か
ら
諦
の
義
と
し
て
立
て
な
い
の
で
あ
る
］

復
次
、
若
法
是
苦
、
是
苦
因
、
是
道
、
是
道
果
者
立
爲
諦
、
虚
空
非
擇
滅
非
苦
非
苦
因
、
非
道

非
道  

果
故
不
立
爲
諦
。［
ま
た
、
法
が
苦
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
が
苦
の
因
と
な
り
、
道
と
な
り
、
道
の
果

と
な
る
か
ら
諦
の
義
を
立
て
た
の
で
あ
り
、
虚
空
・
非
擇
滅
に
は
す
べ
て
無
い
か
ら
諦
の
義
と
し
て
立
て
な
い
の

で
あ
る
（
（
（

］ 

右
の
問
い
は
、「
諦
」
が
「
実
・
真
・
如
・
不
顛
倒
・
無
虚
妄
の
義
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
虚
空
・

非
擇
滅
に
も
実
乃
至
無
虚
妄
の
義
が
あ
る
、
何
故
に
世
尊
は
虚
空
・
非
擇
滅
を
諦
と
さ
れ
な
か
っ
た

の
か
」
と
の
疑
義
を
呈
し
そ
れ
に
答
え
る
と
い
う
も
の
で
、
第
一
の
答
え
は
、
法
が
、
苦
と
し
て
、

苦
の
因
と
し
て
、
苦
の
盡
と
し
て
、
苦
の
対
治
と
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
世
尊
は

そ
の
法
を
「
諦
」
と
し
て
立
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
つ
づ
い
て
、蘊
、疾
病
、癰
箭
惱
害
過
患
、

重
擔
の
法
に
つ
き
そ
の
因
・
盡
・
対
治
を
述
べ
て
い
る
。
苦
・
因
・
盡
・
対
治
は
苦
集
滅
道
に
対
応

し
、
苦
・
蘊
・
癰
箭
惱
害
過
患
・
重
擔
は
凡
夫
の
輪
廻
生
死
に
お
け
る
苦
悩
的
生
存
の
様
相
を
示
す



「
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
や
不
や
」
発
問
の
周
囲
（
１
）

五

も
の
で
、
そ
れ
が
苦
に
は
そ
の
因
が
あ
る
と
い
う
実
・
真
・
如
・
不
顛
倒
性
、
苦
は
尽
く
す
こ
と
が

出
来
る
と
い
う
実
・
真
・
如
・
不
顛
倒
性
、
苦
は
対
治
で
き
る
と
い
う
実
・
真
・
如
・
不
顛
倒
性
が

認
め
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
法
を
「
諦
」
と
し
て
立
て
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
後
の
二
の
此
岸
（
苦
）・

彼
岸
（
滅
）・
河
（
集
）・
船
筏
（
道
）
は
四
諦
に
つ
い
て
で
あ
る
し
、
最
後
の
苦
・
苦
因
・
道
・
道

果
は
ま
さ
し
く
四
諦
に
対
応
す
る
。
こ
う
し
て
、
凡
夫
の
迷
か
ら
悟
に
い
た
る
生
存
の
あ
り
よ
う
に

お
い
て
、
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
実
・
真
・
如
・
不
顛
倒
・
無
虚
誑
な
ら
ば
そ
の
法
を
「
諦
」
と
し
て

立
論
す
る
け
れ
ど
も
、
虚
空
・
非
擇
滅
に
は
「
諦
」
と
し
て
立
て
ら
れ
る
べ
き
苦
・
因
・
盡
・
対
治

な
ど
の
特
徴
を
持
た
な
い
か
ら
「
諦
」
と
し
て
立
論
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
「
法
」
は
凡
夫
の
迷
的
な
あ
り
よ
う
か
ら
悟
的
な
あ
り
よ
う
へ
の
決
定
的
可

能
性
を
内
実
と
す
る
と
い
う
限
定
を
も
つ
「
法
」、
す
な
わ
ち
四
諦
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
法
」
と
い

う
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、「
諦
」
が
、
単
な
る
客
観
的
物
質
的
世
界
の
真
理
・
真
実
を

い
う
の
で
は
な
く
し
て
、
凡
夫
（
人
間
）
の
迷
悟
に
わ
た
る
「
あ
り
方
・
あ
り
よ
う
」
と
し
て
の
実
・

真
・
如
・
不
顛
倒
・
無
虚
妄
の
義
を
本
質
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
読
み
と
れ
る（

（
（

。
す
な
わ
ち
『
婆
沙

論
』
の
右
の
表
現
に
よ
れ
ば
、「
諦
」
と
は
あ
く
ま
で
も
吾
々
の
「
生
存
状
態
の
あ
り
方
」
の
実
・
真
・

如
・
不
顛
倒
・
無
虚
妄
性
に
つ
い
て
い
わ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
吾
々
の
迷
悟
に
お
い
て
現
に
成
立
し
て
い
る
生
存
は
「
有
（bhava

）」
と
表
現
さ

れ
る
が
、『
婆
沙
論
』
は
右
に
引
き
つ
づ
い
て
「
有
」
こ
そ
は
諦
の
摂
で
あ
る
と
い
う
。

問
。
若
不
顛
倒
義
是
諦
義
者
、
四
種
顛
倒
應
非
諦
攝
。
所
以
者
何
、
顛
倒
轉
故
。

答
。
以
餘
縁
故
立
爲
顛
倒
、
以
餘
縁
故
是
諦
所
攝
。
謂
三
縁
故
立
爲
顛
倒
。
一
決
度
故
。
二
増

益
故
。
三  

一
向
倒
故
。
是
有
是
實
實
相
相
應
故
是
諦
攝（

（（
（

。

［
問
う
。
も
し
不
顛
倒
の
義
が
諦
の
義
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
常
楽
我
浄
の
四
顛
倒
は
諦
に
摂
め
ら
れ
な
い
で

あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
四
顛
倒
は
顛
倒
し
て
転
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
答
え
る
。
余
の
縁
に
よ
っ
て
は
顛
倒
と

な
る
が
、余
の
縁
に
よ
れ
ば
諦
の
摂
と
な
る
。（
四
顛
倒
は
）
三
縁
に
よ
っ
て
顛
倒
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

一
は
決
度
で
あ
る
か
ら
、
二
は
増
益
で
あ
る
か
ら
、 

三
は
一
向
倒
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
／
有
は
実
で
あ
っ
て

実
相
と
相
応
し
て
い
る
か
ら
「
諦
」
に
摂
め
ら
れ
る
。］

右
の
答
文
の
「
餘
縁
」
は
北
涼
訳
に
は
「
餘
事
」
と
い
う
。
こ
の
場
合
の
「
縁
」
と
「
事
」
は
、

後
述
に
二
諦
を
論
述
す
る
と
こ
ろ
で
唐
訳
の
「
依
差
別
縁
」
を
北
涼
訳
は
「
以
事
」
と
す
る
の
と
同

じ
意
味
と
解
さ
れ
る
。「
縁
」
は
「
条
件
と
な
る
も
の
（
こ
と
）」「
原
因
と
な
る
も
の
（
こ
と
）」
の

意
で
あ
っ
て（

（（
（

、
他
の
も
の
と
の
区
別
が
成
り
立
つ
た
め
の
条
件
・
原
因
と
な
る
も
の
4

4

（
事
）
と
い
う

ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
「
縁
」
は
多
様
で
あ
る
か
ら
後
説
に
は
「
差
別
縁
（
北
涼
訳

に
は
［
事
］）」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
二
つ
の
縁
に
よ
っ
て
「
顛
倒
」
す
な
わ
ち
諦
に
摂
め
ら
れ
な
い
四
顛
倒
と
、
実
相
と

相
応
す
る
「
有
」
の
「
不
顛
倒
」
が
述
べ
ら
れ
れ
て
い
る
。
三
縁
と
は
、
決
度
（
識
が
対
象
を
捉
え

て
判
断
決
定
す
る
知
的
は
た
ら
き
）・
増
益
（
無
い
も
の
を
有
る
と
誤
認
し
固
執
し
た
り
、
対
象
に

対
し
て
他
の
要
素
を
付
託
誤
認
す
る
こ
と
）・
一
向
倒
（
た
だ
顛
倒
の
性
質
だ
け
で
あ
る
こ
と（

（（
（

）
で

あ
り
、
四
顛
倒
が
顛
倒
で
あ
る
こ
と
の
縁
（
条
件
）
と
な
る
。
し
か
し
、
四
顛
倒
と
し
て
現
象
し
て

い
る
人
間
存
在
「
有
」
は
、
そ
れ
を
構
成
し
て
い
る
要
素
と
い
う
縁
、
す
な
わ
ち
右
に
い
う
「
餘
縁
」

に
よ
っ
て
は
不
顛
倒
と
な
る
。
他
の
縁
と
は
「
有
が
実
相
と
相
応
し
て
い
る
」
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

『
婆
沙
論
』
は
そ
の
巻
一
に
阿
毘
達
磨
論
を
説
く
意
義
を
述
べ
て
「
諸
法
の
真
実
相
に
通
達
す
る
こ

と
で
あ
る（

（（
（

」
と
い
っ
て
い
る
が
、
右
に
い
う
「
実
相
」
は
「
諸
法
真
実
相
」
と
同
義
で
あ
ろ
う
。
阿

毘
達
磨
の
目
的
は
諸
法
の
真
実
相
を
究
明
し
通
達
す
る
こ
と
に
あ
り
、『
婆
沙
論
』
は
当
該
の
四
諦

論
の
な
か
始
め
に
「
四
諦
の
自
性
」
に
つ
い
て
詳
論
し
て
「
是
の
如
き
を
四
諦
の
自
性
・
我
・
物
・

自
体
相
分
本
性
と
為
す（

（（
（

」
と
結
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
諸
法
真
実
相
」
を
説
明
す
る
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
「
有
」
は
諸
法
の
真
実
相
と
適
合
し
た
と
こ
ろ
の
真
実
で
あ
る
と
い
う
「
縁
」
に
よ
っ

て
不
顛
倒
の
義
と
し
て
の
「
諦
」
に
摂
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
有
」
の
意
味
は
如

何
が
問
わ
れ
る
が
、当
然
、「
自
性
・
我
・
物
・
自
体
相
分
本
性
」
に
相
応
し
た
あ
り
か
た
と
し
て
の
「
有
」

を
意
味
し
よ
う
。『
婆
沙
論
』
は
四
諦
の
相
（
特
質
）
を
問
う
な
か
で
、「
大
徳
説
（
北
涼
訳
：
尊
者
仏

陀
提
婆
）」
と
し
て
「
実
有
の
事
に
於
い
て
諦
を
建
立
し
、名
づ
け
て
五
取
蘊
と
謂
う
」
と
、「
実
有
事
」

に
つ
い
て
「
諦
」
が
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
五
取
蘊
が
そ
れ
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。「
実
有
事
」

は
北
涼
訳
に
は
「
物
体
」
と
訳
さ
れ
、「
実
体
と
し
て
あ
る
も
の
（dravyatah-sat

）」「
自
性
を
持

つ
も
の
（sa-svabhāva

（
（（
（

）」
の
意
で
あ
ろ
う
。「
実
有
」
に
つ
い
て
は
、『
婆
沙
論
』
に
五
種
の
「
有
」

を
解
説
す
る
第
二
の
意
と
し
て
「（
実
有
と
は
）
一
切
法
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
お
の
お
の
自
性
に
住

し
た
あ
り
か
た
を
い
う
」
と
説
明
し
て
い
る（

（（
（

。
こ
の
「
法
」
と
は
、
も
と
よ
り
阿
毘
達
磨
に
お
い
て

解
析
さ
れ
た
、
存
在
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
の
有
為
・
無
為
の
実
有
の
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
前

に
見
た
よ
う
に
人
間
存
在
の
迷
悟
に
わ
た
る
真
実
の
あ
り
方
と
し
て
の
「
四
諦
」
の
摂
と
し
て
の
実

有
の
法
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、「
法
」
と
は
人
間
存
在
の
構
成
要
素
と
し
て
の
実
有
の
法
、
す

な
わ
ち
「
五
取
蘊
の
法
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
「
五
取
蘊
の
法
」
が
構
成
要
素
と
な
っ

て
輪
廻
に
お
い
て
苦
に
沈
淪
す
る
人
間
の
生
存
の
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
よ
う
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
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で
あ
る
が
、『
婆
沙
論
』
は
「
大
徳
説
」
と
し
て
、
五
取
蘊
は
そ
の
も
の
自
体
変
化
す
る
こ
と
な
く

そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
と
し
て
「
鉄
団
（
鉄
の
塊
）」
に
譬
え
て
い
る
。

大
徳
説
曰
。
於
實
有
事
建
立
諦
名
。
謂
五
取
蘊
。
如
從
爐
出
極
熱
鐵
團
。
三
苦
所
隨
順
苦
流
轉

沒
在  
苦
海
雜
苦
而
住
。
如
苦
合
成
猶
如
鐵
團
。
與
火
合
故
火
勢
隨
逐
極
熱
如
火
。
此
五
取
蘊
亦

復
如
是（

（（
（

。

鉄
団
が
長
時
間
火
に
熱
せ
ら
れ
、火
と
一
体
に
な
る
と
火
の
勢
い
が
さ
ら
に
盛
ん
に
な
る
よ
う
に
、

実
有
の
体
で
あ
る
五
取
蘊
と
苦
と
が
合
し
て
三
苦
流
轉
の
雑
苦
的
生
存
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
と
説

明
し
て
い
る
。
苦
に
雑
さ
れ
た
五
取
蘊
の
盛
ん
な
活
動
と
し
て
の
雑
苦
的「
有（
生
存
）」は「
実
有
事
」

で
は
な
い
が
、
そ
の
生
存
の
体
と
し
て
の
五
取
蘊
は
「
自
性
に
住
す
る
実
有
事
」
で
あ
り
「
実
・
真
・

如
・
不
顛
倒
・
無
虚
誑
」
と
し
て
「
自
性
・
我
・
物
・
自
体
相
分
本
性
」
に
適
合
し
た
あ
り
方
と
し

て
「
諦
」
に
摂
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

漢
訳
に
お
い
て
現
れ
る
「
有
」
に
つ
い
て
、
お
よ
そ
①
実
在
論
的
概
念
と
し
て
の
有
（bhāva

）

と
②
人
間
存
在
論
的
概
念
を
示
す
た
め
の
有
（bhava
）、
の
二
様
の
言
語
が
相
当
し
て
い
る
と
い

わ
れ
る
。
佐
々
木
現
順
博
士
は
、
①
実
在
論
的
概
念
の
「
有
（bhāva

）」
は
た
と
え
そ
れ
が
仮
の

も
の
で
あ
れ
、
は
た
ま
た
真
な
る
も
の
で
あ
れ
、
凡
て
思
惟
し
得
る
ほ
ど
の
も
の
な
ら
ば
そ
れ
の
存

在
の
仕
方
が
有
で
あ
っ
た
、
そ
れ
故
に
真
な
る
も
の
乃
至
勝
義
的
な
る
も
の
は
必
ず
「
有
」
と
い
う

概
念
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
た
、
②
の
人
間
存
在
論
的
概
念
を
示
す
「
有
（bhava

）」
は
具
体
的

に
は
三
有
（
欲
・
色
・
無
色
）
で
あ
り
端
的
に
は
五
取
蘊
に
外
な
ら
ず
、
十
二
因
縁
の
系
列
の
有
支

は
こ
の
有
（bhava

）
を
い
う
に
外
な
ら
な
い
と
い
う（

（（
（

。

こ
の
こ
と
は
参
考
に
な
る
。
す
な
わ
ち
以
上
の
用
例
解
釈
に
も
と
づ
い
て
件
の
「
是
有
是
實
實

相
相
應
故
是
諦
攝
」
の
「
有
」
は
、
実
相
と
相
応
し
た
体
と
し
て
の
五
取
蘊
す
な
わ
ち
人
間
存
在

論
的
概
念
を
も
つ
「
有
（bhava

）」
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
実
相
と
相
応
し
た
真
実
な
る

実
在
と
し
て
の
「
有
（bhāva

）」
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、「
四
諦
」
の
研
究
を
綱
格
と
す
る
阿
毘
達

磨
と
は
人
間
存
在
に
即
し
て
客
観
的
に
透
徹
的
に
そ
の
実
在
性
を
究
明
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
諦

（satya

）」
は
、
た
ん
な
る
客
観
世
界
の
真
理
を
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
人
間
存
在
（bhava

）

に
か
か
わ
っ
て
、「
自
性
・
我
・
物
・
自
体
相
分
本
性
」
な
る
諸
法
の
実
相
に
相
応
し
た
実
在
（bhāva

）

に
お
い
て
立
て
ら
れ
る
、
故
に
「
実
・
真
・
如
・
不
顛
倒
・
無
虚
誑
の
義
」
を
も
つ
も
の
と
定
義
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
こ
に
四
諦
そ
し
て
二
諦
に
共
通
す
る
「
諦
（satya

）」
が
「
実
・
真
・
如
・
不
顛

倒
・
無
虚
誑
の
義
」
を
も
つ
実
在
性
を
本
質
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
実
相
に
相
応
す

る
「
有
」
を
追
求
す
る
阿
毘
達
磨
と
し
て
は
、
二
つ
の
諦
を
説
く
理
由
を
問
う
の
は
当
然
の
あ
り
方

で
あ
ろ
う
。

二　
「
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
や
否
や
」

―
―
四
諦
と
二
諦
の
論
の
中
で
―
―

『
婆
沙
論
』
は
以
上
の
よ
う
に
「
諦
」
の
定
義
を
な
し
た
上
で
、
四
諦
は
「
餘
の
契
経
の
中
に
説

く
二
諦（

（（
（

」
か
ら
し
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
か
を
詳
論
す
る
。
そ
の
中
で
打
ち
出
さ
れ
る
問
い

が
「
世
俗
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
と
為
す
や
不
や
」
で
あ
る
。
本
稿
が
明
ら
か
に
す
べ
き
は
、
こ

の
疑
問
の
解
決
へ
の
文
脈
の
構
造
が
『
涅
槃
経
』
に
出
さ
れ
る
同
様
の
問
い
と
そ
の
解
決
へ
の
文
脈

と
同
一
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
事
実
か
ら
推
し
て
、
こ
う
し
た
問
い
を
起
こ
す
一
つ
の
論
議
的
思
潮

の
存
在
を
想
像
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
四
諦
と
二
諦
に
つ
い
て
の
論
を
素
描
し
つ
つ
、

当
該
の
文
脈
的
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。

（
１
）
世
俗
施
設
と
絶
施
設

①
四
諦
と
二
諦
に
つ
い
て
の
三
有
説
に
お
い
て

件
の
問
い
が
提
出
さ
れ
る
前
提
と
し
て
、
四
諦
は
仏
説
と
し
て
の
二
諦
説
か
ら
は
ど
の
よ
う
に
解

釈
で
き
る
の
か
の
問
題
に
つ
い
て
詳
論
さ
れ
て
い
る
。

論
述
の
は
じ
め
に
「
餘
の
契
経
の
中
に
二
諦
説
有
り
」
と
一
見
唐
突
に
仏
陀
の
二
諦
の
教
説
が
持

ち
だ
さ
れ
る
。
こ
れ
は
二
諦
説
が
仏
陀
の
教
説
と
し
て
広
く
認
め
ら
る
位
置
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
だ
け
に
四
諦
を
綱
格
と
す
る
説
一
切
有
部
阿
毘
達
磨
と
し
て
は
二

諦
説
と
の
関
係
を
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
四
諦
と
二
諦
に
つ
い
て
諸
説
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、『
婆
沙
論
』
は
「
有
の
説
」
と
し

て
三
説
を
紹
介
し
、
そ
の
上
で
「
評
曰
」
と
し
て
『
婆
沙
論
』
の
本
旨
と
い
え
る
毘
婆
沙
師
の
説
が

述
べ
ら
れ
る
。
ひ
と
ま
ず
三
説
を
素
描
す
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

第
一
の
有
説
は
、
男
女
行
住
瓶
衣
な
ど
、
世
間
の
人
々
に
日
常
現
見
さ
れ
る
す
べ
て
の
世
俗
の
事

は
苦
・
集
二
諦
に
摂
め
ら
れ
、
出
世
間
の
真
実
功
徳
は
す
べ
て
道
・
滅
二
諦
に
摂
め
ら
れ
て
い
る
か

ら
、
苦
・
集
二
諦
を
世
俗
諦
と
し
、
滅
・
道
二
諦
を
勝
義
諦
と
す
る
。

第
二
の
有
説
は
、
四
諦
の
な
か
苦
・
集
・
滅
を
世
俗
諦
と
し
、
道
諦
の
み
を
勝
義
諦
と
す
る
。
こ



「
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
や
不
や
」
発
問
の
周
囲
（
１
）

七

の
な
か
苦
・
集
諦
の
世
俗
の
事
に
つ
い
て
は
第
一
の
説
の
通
り
で
あ
る
が
、
滅
諦
を
世
俗
諦
と
す
る

こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
仏
陀
は
滅
諦
を
説
く
な
か
で
城
・
宮
・
彼
岸
に
譬
え
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
は
世
俗
と
し
て
施
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
世
間
現
見
の
世
俗
の
事
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。
唯

一
、八
聖
道
を
特
質
と
す
る
道
諦
だ
け
は
、
そ
の
中
に
世
俗
の
施
設
は
存
在
し
な
い
か
ら
勝
義
諦
の

摂
で
あ
る
と
す
る
。

第
三
の
有
説
は
、
四
諦
は
す
べ
て
世
俗
諦
に
摂
め
ら
れ
る
と
す
る
解
釈
。
前
の
三
諦
の
世
俗
の
事

に
つ
い
て
は
前
の
解
釈
の
通
り
で
あ
る
が
、
道
諦
に
も
世
俗
の
事
が
有
る
と
す
る
所
以
は
、
仏
陀
の

道
諦
に
関
す
る
教
説
の
な
か
に
は
沙
門
・
婆
羅
門
と
い
う
施
設
さ
れ
た
名
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
し
、

「
空
非
我
の
理
」
だ
け
が
勝
義
諦
で
あ
っ
て
四
諦
と
は
別
に
立
て
ら
れ
る
「
諦
」
で
あ
る
、
何
故
な

ら
ば
空
・
非
我
の
な
か
に
世
俗
の
事
は
施
設
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う（

（（
（

。

以
上
、
第
一
の
解
釈
か
ら
第
三
の
解
釈
へ
、
二
世
俗
二
勝
義
、
三
世
俗
一
勝
義
、
四
世
俗
と
い
う

よ
う
に
四
諦
と
二
諦
と
を
形
式
的
に
配
し
た
観
が
な
い
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
世
俗
の
事
に
つ

い
て
は
、
第
一
説
の
世
俗
諦
の
意
味
は
「
世
間
に
現
見
さ
れ
て
い
る
事
」
に
も
と
づ
き
、
第
二
説
の

世
俗
諦
に
つ
い
て
は
第
一
の
世
間
現
見
の
世
俗
の
事
に
滅
諦
の
世
俗
性
を
加
え
て
、
滅
諦
に
関
す
る

仏
陀
の
教
説
の
内
容
に
世
俗
的
施
設
の
事
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
第
三
説
の
世
俗
諦
に
つ
い
て
も

や
は
り
道
諦
の
教
説
の
な
か
に
世
俗
施
設
的
こ
と
ば
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
を
上
げ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
は
対
象
的
に
勝
義
諦
は
「
絶
施
設
」
の
あ
り
方
で
あ
る
と
す
る
。

②
四
諦
と
二
諦
に
つ
い
て
の
毘
婆
沙
師
の
評
に
お
い
て

さ
て
、
以
上
の
三
有
説
に
つ
づ
い
て
、
四
諦
の
一
々
に
二
諦
を
具
え
て
い
る
と
す
る
毘
婆
沙
師
の

解
釈
が
出
さ
れ
る
。

評
曰
。
應
作
是
説
。
四
諦
皆
有
世
俗
勝
義
。
苦
集
中
有
世
俗
諦
者
。
義
如
前
説
。
苦
諦
中
有
勝

義
諦
者
。
謂
苦
非
常
空
非
我
理
。
集
諦
中
有
勝
義
諦
者
。
謂
因
集
生
縁
理
。
滅
諦
中
有
世
俗
諦

者
。
佛
説
滅
諦
如
園
如
林
如
彼
岸
等
。
滅
諦
中
有
勝
義
諦
者
。
謂
滅
靜
妙
離
理
。
道
諦
中
有
世

俗
諦
者
。
謂
佛
説
道
如
船
筏
如
石
山
如
梯
百
如
臺
觀
如
花
如
水
。
道
諦
中
有
勝
義
諦
者
。
謂
道

如
行
出
理
。
由
説
四
諦
皆
有
世
俗
勝
義
諦
故
。
世
俗
勝
義
倶
攝
十
八
界
十
二
處
五
蘊
。
虚
空
非

擇
滅
亦
二
諦
攝
故（

（（
（

。

［
論
評
す
る
。
次
の
説
を
立
て
る
。
四
諦
に
は
す
べ
て
世
俗
諦
勝
義
諦
が
あ
る
、
と
。
苦
諦
集
諦
に
世
俗
諦
が
あ

る
と
は
右
に
上
げ
た
「
有
説
」
の
通
り
で
あ
る
。
苦
諦
の
中
に
勝
義
諦
が
あ
る
と
は
「
苦
・
非
常
・
空
・
非
我
」

の
理
が
あ
る
の
で
あ
り
、
集
諦
の
中
に
勝
義
諦
が
あ
る
と
は
「
因
・
集
・
生
・
縁
」
の
理
が
あ
る
の
で
あ
り
、

滅
諦
の
な
か
に
世
俗
諦
が
あ
る
と
は
、仏
陀
は
滅
諦
は
林
・
彼
岸
の
ご
と
き
で
あ
る
等
と
説
か
れ
た
か
ら
で
あ
り
、

滅
諦
の
な
か
勝
義
諦
が
あ
る
と
は
「
滅
・
静
・
名
・
離
」
の
理
が
あ
る
の
で
あ
り
、
道
諦
の
な
か
に
世
俗
諦
が

あ
る
と
は
、
仏
陀
は
道
を
船
筏
・
石
山
・
梯
百
・
臺
觀
・
花
・
水
の
ご
と
き
で
あ
る
と
説
か
れ
た
か
ら
で
あ
り
、

道
諦
の
な
か
に
勝
義
諦
が
あ
る
と
は
「
道
・
如
・
行
・
出
」
の
理
が
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
四
諦
の
一
々
に

世
俗
諦
と
勝
義
諦
が
あ
る
と
説
く
の
で
あ
り
、
世
俗
諦
と
勝
義
諦
は
と
も
に
十
八
界
十
二
処
五
蘊
を
摂
め
て
お

り
、
虚
空
・
非
擇
滅
も
二
諦
の
摂
で
あ
る
。］

苦
諦
集
諦　
　

世
俗
諦　
　

世
間
現
見
の
男
女
行
住
及
瓶
衣
等
の
世
俗
の
事

苦
諦　
　
　
　

勝
義
諦　
　

苦
・
非
常
・
空
・
非
我
の
理　

集
諦　
　
　
　

勝
義
諦　
　

因
・
集
・
生
・
縁
の
理

滅
諦　
　
　
　

世
俗
諦　
　

滅
諦
は
林
・
彼
岸
な
ど
の
世
俗
の
事
に
譬
え
て
説
か
れ
た

滅
諦　
　
　
　

勝
義
諦　
　

滅
・
靜
・
妙
・
離
の
理

道
諦　
　
　
　

世
俗
諦　
　

道
諦
は
船
筏
石
山
梯
百
臺
觀
花
水
な
ど
の
世
俗
の
事
に
譬
え
て
説
か
れ
た

道
諦　
　
　
　

勝
義
諦　
　

道
・
如
・
行
・
出
の
理

世
俗
諦
に
つ
い
て
は「
世
俗
の
事
」が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
。「
世
俗
事
」と
は『
倶
舎
論
』に
い
う「
勝

義
有
（param

ārtha-sat

）」
に
対
す
る
「
施
設
有
（
世
俗
的
に
施
設
さ
れ
た
存
在sam

vrti-sat

）」

を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う（

（（
（

。
苦
集
二
諦
は
、「
三
有
説
」
と
同
じ
く
男
女
行
住
瓶
衣
な
ど
の
世
間
現
見

の
世
俗
の
事
つ
ま
り
世
俗
的
に
施
設
さ
れ
た
も
の
と
し
、滅
道
二
諦
が
世
俗
諦
の
摂
で
あ
る
理
由
は
、

仏
陀
の
滅
道
に
関
す
る
教
説
の
な
か
で
滅
道
が
林
・
彼
岸
・
船
筏
・
石
山
・
梯
百
・
臺
觀
・
花
・
水

と
い
っ
た
世
俗
的
に
施
設
さ
れ
た
世
俗
の
事
を
も
っ
て
譬
説
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。

勝
義
諦
に
つ
い
て
、
苦
諦
に
は
「
苦
・
非
常
・
空
・
非
我
の
理
」
が
、
集
諦
に
は
「
因
・
集
・
生
・

縁
の
理
」
が
、
滅
諦
に
は
「
滅
・
靜
・
妙
・
離
の
理
」
が
、
道
諦
に
は
「
道
・
如
・
行
・
出
の
理
」

が
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
と
す
る
。
有
部
阿
毘
達
磨
の
根
本
の
修
行
で
あ
る
四
諦
観
に
お
い
て
修
さ
れ
る
い

わ
ゆ
る
「
四
諦
十
六
行
相
」
で
あ
り
、無
漏
智
を
獲
得
す
る
た
め
の
基
調
と
な
る
。
こ
れ
ら
を
「
理
」

と
し
「
勝
義
諦
」
で
あ
る
こ
と
の
理
由
と
し
て
い
る
。

以
上
を
も
っ
て
、
世
俗
諦
・
勝
義
諦
に
は
十
八
界
十
二
処
五
蘊
、
さ
ら
に
は
虚
空
・
非
擇
滅
も
摂

め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
二
諦
は
す
べ
て
の
有
為
無
為
の
法
す
な
わ
ち
一
切
法
を
摂
め
つ
く
し
て
い
る

と
す
る
の
で
あ
る
。

す
る
と
こ
こ
で「
虚
空
・
非
擇
滅
は
二
諦
の
摂
で
あ
る（
虚
空
非
擇
滅
亦
二
諦
攝
）」と
い
っ
て
い
て
、

前
説
の
四
諦
の
「
諦
」
を
定
義
す
る
と
こ
ろ
で
、
諦
は
実
・
真
・
如
・
不
顛
倒
・
無
虚
妄
の
義
で
あ
り
、

虚
空
・
非
擇
滅
も
こ
の
義
が
当
た
る
の
に
何
故
に
「
諦
」
と
し
て
立
て
な
い
の
か
の
疑
問
に
対
し
て
、



大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集　

第
三
十
五
号

八

虚
空
・
非
擇
滅
に
は
四
諦
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
苦
・
因
・
盡
・
対
治
が
な
い
か
ら
「
諦
」
と
し
て

立
て
る
こ
と
は
な
い
と
い
っ
た
こ
と
と
矛
盾
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
二
諦
は
有
為
・
無
為
一
切

法
を
包
摂
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
虚
空
・
非
擇
滅
無
為
も
二
諦
の
摂
で
あ
る
と
す
る
か
ら
問

題
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
前
説
で
詳
説
さ
れ
た
四
諦
の
「
諦
」
と
二
諦
の
「
諦
」
と
は
意
味
上

4

4

4

区
別
さ
れ
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
婆
沙
論
』
で
は
「
諦
」
の
義
は
一
様
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
が
い
え
る
。
こ
れ
は
後
説
で
、
諦
が
唯
だ
一
諦
だ
け
な
ら
ば
二
諦
は
何
故
に
説
か
れ
た
の
か
と
い

う
問
い
に
、「
縁
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
登
場
し
、「
諦
」
が
「
縁
」
に
よ
っ
て
多
義
に
解
釈
さ
れ

る
こ
と
に
通
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
『
婆
沙
論
』
は
、
四
諦
の
「
諦
」
と
二
諦
の
「
諦
」
と
に
意
味
の
上
で
の
ち
が
い

を
も
た
せ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
摂
法
関
係
に
お
い
て
は
「
世
間
現
見
」「
世
俗
的
施
設
」
の
事
を

も
つ
と
い
う
理
由
で
四
諦
の
な
か
に
世
俗
諦
が
あ
る
と
し
、
一
方
「
四
諦
十
六
行
相
」
の
理
と
い
う

点
で
勝
義
諦
が
あ
る
と
す
る
。
な
か
で
も
道
・
滅
二
諦
に
つ
い
て
は
、
仏
陀
の
教
説
の
な
か
で
世
間

現
見
の
世
俗
事
に
譬
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
世
俗
諦
が
あ
る
と
さ
れ
、
苦
集
二
諦
が
世
間
現

見
の
世
俗
事
そ
の
も
の
が
苦
の
因
と
な
り
苦
悩
を
生
み
出
す
と
い
う
理
由
で
世
俗
諦
が
あ
る
と
す
る

の
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
ち
が
い
が
あ
り
、
十
六
行
相
の
理
を
勝
義
諦
と
し
て
四
諦
に
配
し
て
い
る
説

相
に
比
し
て
も
や
や
整
合
性
の
ち
が
い
が
見
ら
れ
、
い
わ
ば
四
諦
と
二
諦
と
の
共
通
点
を
見
出
し
て

会
通
さ
せ
た
も
の
と
い
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
四
諦
の
各
諦
そ
れ
ぞ
れ
に
施
設
有
・
世
俗
事
た

る
世
俗
諦
と
絶
施
設
の
理
た
る
勝
義
諦
の
二
つ
と
も
に
具
え
る
、
つ
ま
り
施
設
有
の
世
俗
諦
と
絶
施

設
の
勝
義
諦
と
が
一
物
に
同
時
に
存
在
す
る
と
な
る
と
四
諦
の
各
諦
は
矛
盾
的
あ
り
か
た
と
見
ら
れ

な
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
発
問
「
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
と
為
す
や
不
や
」
に
つ
い
て

以
上
の
会
通
的
論
述
に
つ
い
で
発
さ
れ
る
の
が
「
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
と
為
す
や
不
や
？
」

の
問
い
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
こ
の
発
問
を
契
機
に
展
開
さ
れ
る
二
諦
解
釈
に
つ
い
て
述
べ
る
。

右
小
題
の
「
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
と
為
す
や
不
や
（
問
曰
、世
諦
中
爲
有
第
一
義
諦
不
）」
は
北
涼
訳
『
阿

毘
曇
婆
沙
論
』
の
文
で
あ
り
、
玄
奘
訳
『
婆
沙
論
』
に
は
「
問
、
世
俗
中
世
俗
性
、
爲
勝
義
故
有
、
爲
勝
義
故
無
」

と
い
う
。
本
論
の
目
的
が
、『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
北
涼
で
曇
無
釆
が
漢
訳
し
た
『
大
般
涅
槃
経
』

の
聖
行
品
で
発
せ
ら
れ
る
「
第
一
義
の
中
に
世
諦
有
り
や
不
や
、
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
や
不
や
」
の
問
い

と
そ
の
答
え
の
構
造
が
有
部
阿
毘
達
磨
の
綱
要
書
で
あ
る
『
婆
沙
論
』
の
そ
れ
と
同
じ
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
そ
う
し
た
思
潮
の
存
在
を
想
像
し
、
そ
の
論
述
の
様
態
を
な
が
め
る
（
考
察
す
る
）
こ
と
に
あ
る
の
で
、

こ
こ
に
あ
え
て
北
涼
訳
「
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
と
爲
す
や
不
や
」
を
小
題
と
し
た
所
以
で
あ
る
。

後
説
の
よ
う
に
唐
訳
と
北
涼
訳
と
で
は
意
味
上
大
き
く
相
違
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

煩
で
は
あ
る
が
表
題
の
発
問
に
は
じ
ま
る
一
文
は
左
記
に
示
す
（
北
涼
訳
と
唐
訳
を
出
す
）。

【
北
涼
訳
】

問
曰
。
世
諦
中
、
爲
有
第
一
義
諦
不
。
若
有
第
一
義
諦
者
、
便
是
第
一
義
諦
、
無
有
世
諦
。
若

無
者
、　

亦
是
一
諦
、
謂
第
一
義
諦
。

答
曰
。
應
作
是
説
。
世
諦
中
有
第
一
義
諦
。
若
世
諦
中
無
第
一
義
諦
者
、
如
來
説
二
諦
則
不
如

其
實
、　

以
如
來
説
二
諦
如
其
實
故
、
世
諦
中
應
有
第
一
義
諦
。

問
曰
。
若
然
者
、
便
有
一
諦
、
謂
第
一
義
諦
。

答
曰
。
如
是
唯
有
一
諦
、
謂
第
一
義
諦（

（（
（

。

【
唐
訳
】

問
。
世
俗
中
世
俗
性
、
爲
勝
義
故
有
、
爲
勝
義
故
無
。
設
爾
何
失
。
二
倶
有
過
。
所
以
者
何
、

若
世
俗
中
世
俗
性
勝
義
故
有
者
、
應
唯
有
一
諦
、
謂
勝
義
諦
。
若
世
俗
中
世
俗
性
勝
義
故
無
者
、

亦
應
唯
有
一
諦
、
謂
勝
義
諦
。

答
。
應
作
是
説
。
世
俗
中
世
俗
性
勝
義
故
有
。
若
世
俗
中
世
俗
性
勝
義
故
無
、
佛
説
二
諦
言
應

非
實
、
佛
説
二
諦
言
既
是
實
、
故
世
俗
中
世
俗
性
勝
義
故
有
。

問
。
若
爾
、
唯
應
有
一
諦
、
謂
勝
義
諦
。

答
。
實
唯
有
一
諦
、
謂
勝
義
諦（

（（
（

。

ま
ず
、
こ
の
発
問
の
所
以
に
つ
い
て
。
有
部
の
阿
毘
達
摩
磨
論
説
は
一
切
法
を
摂
し
尽
く
す
四
諦

を
綱
格
と
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
四
諦
論
に
す
べ
て
の
仏
法
が
説
き
尽
く
さ
れ
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
、
右
に
見
た
よ
う
に
「
餘
の
契
経
」
に
は
仏
説
と
し
て
「
二
諦
」
教

説
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、仏
教
の
総
論
を
目
指
す
阿
毘
達
摩
磨（『
婆
沙
論
』）と
し
て
は
、

自
派
が
立
て
る
四
諦
論
と
の
関
係
は
如
何
に
と
の
問
い
は
当
然
立
て
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
こ
で
は
、
四
諦
論
と
仏
説
と
し
て
の
二
諦
教
説
と
は
矛
盾
無
く
解
釈
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
施
設
有
の
世
俗
諦
と
絶
施
設
の
勝
義
諦
と
が
一
物
の
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な
か
に
同
時
に
存
在
す
る
と
い
う
、
一
見
矛
盾
的
、
説
明
を
要
す
る
問
題
が
発
生
し
た
。
そ
こ
で
、

こ
の
問
題
を
阿
毘
達
摩
磨
的
に
解
決
す
る
た
め
に
出
さ
れ
た
発
問
が
「
世
俗
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有

有
り
や
不
や
」
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
い
は
極
め
て
阿
毘
達
摩
磨
的
発
想
（
必
要
性
）
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

後
説
す
る
が
、
大
乗
経
典
『
大
般
涅
槃
経
』
は
こ
の
問
い
を
型
ど
お
り
取
り
入
れ
て
、
こ
れ
を
自

ら
の
大
乗
的
思
考
を
表
明
す
る
た
め
の
経
文
に
仕
立
て
上
げ
る
。「
仕
立
て
上
げ
」
に
つ
い
て
は
、

こ
の
発
問
に
つ
づ
く
問
答
の
組
み
立
て
方
（
構
造
）
に
お
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
二
つ
の

作
品
の
間
に
な
ん
ら
か
の
関
係
状
況
の
存
在
を
想
像
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

①
「
唯
だ
第
一
義
諦
の
み
実
在
で
あ
る
」
の
提
示

右
の
両
訳
は
内
容
的
に
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
な
い
。

第
一
の
問
は
、（
北
涼
訳
）「
世
諦
中
、
爲
有
第
一
義
諦
不
」
が
（
唐
訳
）「
世
俗
中
世
俗
性
、
爲

勝
義
故
有
、
爲
勝
義
故
無
」
と
あ
っ
て
留
意
さ
れ
る
が
、
表
現
的
な
ち
が
い
は
あ
る
も
の
の
、
唐
訳

は
簡
略
な
北
涼
訳
に
注
釈
を
加
え
た
形
の
訳
と
な
っ
て
い
る
。

北
涼
訳
は
、
そ
れ
で
は
「
施
設
さ
れ
た
世
俗
」
の
な
か
に
「
絶
施
設
の
第
一
義
諦
」
が
有
る
の
か

無
い
の
か
と
直
截
に
問
う
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
諦
」
と
は
、
前
説
の
尊
者
仏
陀
提
婆
の
説
の
な
か

の
「
物
体
作
諦
」、
玄
奘
訳
の
大
徳
説
「
於
実
有
事
建
立
諦
名
」
す
な
わ
ち
「
自
性
に
住
す
る
実
有

の
法
に
依
拠
し
て
立
て
ら
れ
た
諦
の
名
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
す
で
に
諦
と
し
て
は
「
絶
施
設
」

の
唯
一
の
実
諦
で
あ
る
第
一
義
諦
（
勝
義
諦
）
の
外
は
な
い
。
玄
奘
は
こ
の
こ
と
を
意
識
し
て
か
す

で
に
初
問
に
お
い
て
世
俗
か
ら
諦
を
取
り
去
り
「
世
俗
の
中
の
世
俗
性
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
答
え
の
な
か
で
「
世
俗
の
な
か
の
世
俗
性
は
勝
義
に
よ
る
か
ら
有
る
（
世
俗
中

世
俗
性
勝
義
故
有
）」
の
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
世
俗
性
の
存
立
根
拠
は
勝
義
で
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
第
二
の
問
い
に
対
す
る
答
え
で
は
「
た
だ
一
諦
、
勝
義
諦
だ
け
が
有
る
（
實
唯

有
一
諦
、
謂
勝
義
諦
）」、
す
な
わ
ち
勝
義
諦
（
実
有
に
つ
い
て
立
て
ら
れ
た
諦
）
の
み
が
実
在
す
る

と
い
う
。
こ
こ
で
は
「
勝
義
の
中
の
勝
義
性
」
と
い
う
表
現
は
な
い
。
こ
れ
は
勝
義
諦
は
唯
一
実
在

の
真
実
そ
の
も
の
で
あ
り
、
他
の
い
か
な
る
存
在
を
も
依
拠
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
反
対
に
、
仮

施
設
さ
れ
た
世
俗
つ
ま
り
施
設
有
の
中
の
世
俗
性
は
勝
義
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。「
世
俗
性
」

と
は
、
絶
施
設
の
勝
義
と
離
れ
て
は
成
立
し
得
ず
、
し
か
も
仮
施
設
さ
れ
た
あ
り
方
を
特
質
と
す
る

世
俗
の
「
世
俗
た
る
こ
と
」「
世
俗
の
本
質
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

右
の
答
え
で
は
、問
者
の
言
う
「
勝
義
に
よ
る
と
い
う
理
由
で
世
俗
性
が
無
い
」
と
い
う
こ
と
は
、

仏
陀
の
二
諦
説
は
も
と
よ
り
真
実
説
（
仏
説
）
で
あ
る
と
い
う
絶
対
の
条
件
に
よ
っ
て
、
成
り
立
た

な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
絶
施
設
に
し
て
実
在
で
あ
る
勝
義
が
仮
施
設
の
世
俗
の
あ
り
か
た
の
存

立
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
二
つ
の
諦
の
関
係
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
右
の
答
え
の
「
實
唯
有
一
諦
、
謂
勝
義
諦
」
は
世
俗
性
を
無
み
し
た
上
に
結
論
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

②
仏
陀
が
二
諦
を
説
い
た
理
由
（
二
諦
教
説
が
真
実
で
あ
る
理
由
）
―
―
差
別
縁
の
意
味
―
―

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
実
在
す
る
の
は
勝
義
諦
の
一
諦
だ
け
で
あ
る
と
結
論
す
る
と
問
題
が
生
じ

る
。
真
実
な
る
仏
説
と
し
て
二
諦
は
説
か
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
勝
義
の
一
諦
だ
け
が
有
る
と

な
る
と
、
仏
陀
の
教
説
は
虚
偽
と
な
る
。
そ
こ
で
、
唯
一
実
在
の
勝
義
諦
と
施
設
さ
れ
た
世
俗
諦
と

い
う
相
対
立
す
る
二
つ
が
矛
盾
無
く
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
必
要
が
生
じ
る
。

す
な
わ
ち
『
婆
沙
論
』
は
、

問
う
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、〔
仏
陀
は
〕
何
故
に
二
諦
が
有
る
と
説
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

（
問
、　

若
爾
、
何
故
立
有
二
諦（

（（
（

）」。

と
の
問
い
を
発
す
。
答
え
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

答
。依
差
別
縁
立
有
二
諦
不
依
實
事
。若
依
實
事
唯
有
一
諦
。謂
勝
義
諦
。依
差
別
縁
建
立
二
種
。

若
依
此
縁
立
世
俗
諦
。
不
依
此
縁
立
勝
義
諦
。
若
依
此
縁
立
勝
義
諦
。
不
依
此
縁
立
世
俗
諦
。

譬
如
一
受
有
四
縁
性
。
若
依
此
縁
立
因
縁
性
。
不
依
此
縁
乃
至
立
増
上
縁
性
。
若
依
此
縁
乃
至

立
増
上
縁
性
。
不
依
此
縁
乃
至
立
因
縁
性
。
／
又
如
一
受
有
六
因
性
。
若
依
此
縁
立
相
應
因
性
。

不
依
此
縁
乃
至
立
能
作
因
性
。
若
依
此
縁
乃
至
立
能
作
因
性
、
不
依
此
縁
乃
至
立
相
應
因
性
。

二
諦
亦
爾
。
依
別
縁
立
不
依
實
事（

（（
（

。

［
答
え
る
。
縁
を
差
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
諦
は
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
り
実
事
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
も
し
実

事
に
よ
っ
て
立
て
る
な
ら
ば
唯
だ
勝
義
諦
の
一
諦
だ
け
が
有
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
縁
を
差
別
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
二
諦
説
を
建
立
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
此
の
縁
に
よ
っ
て
世
俗
諦
を
立
て
る
な
ら
ば
、
此
の
縁

に
よ
っ
て
勝
義
諦
を
立
て
る
こ
と
は
な
い
。
も
し
此
の
縁
に
よ
っ
て
勝
義
諦
を
立
て
る
な
ら
ば
、
此
の
縁
に
よ

っ
て
世
俗
諦
を
立
て
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
譬
え
ば
、
一
受
に
四
縁
性
が
あ
っ
て
、
も
し
此
の
縁
に
よ
っ

て
因
縁
性
を
立
て
る
な
ら
ば
此
の
縁
に
よ
っ
て
〔
等
無
間
縁
性
・
所
縁
縁
性
〕
乃
至
増
上
縁
性
を
立
て
る
こ
と

は
な
い
、
も
し
此
の
縁
に
よ
っ
て
乃
至
は
増
上
縁
性
を
立
て
る
な
ら
ば
此
の
縁
に
よ
っ
て
乃
至
は
因
縁
性
を
立

て
る
こ
と
は
な
い
、
／
ま
た
、
一
受
に
六
因
性
が
あ
っ
て
、
も
し
此
の
縁
に
よ
っ
て
相
応
因
性
を
立
て
る
な
ら
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ば
此
の
縁
に
よ
っ
て
〔
同
類
因
性
・
遍
行
因
性
・
異
熟
因
性
〕
乃
至
は
能
作
因
性
を
立
て
る
こ
と
は
な
い
、
も

し
此
の
縁
に
よ
っ
て
乃
至
は
能
作
因
性
を
立
て
れ
ば
此
の
縁
に
よ
っ
て
乃
至
は
相
応
因
性
を
立
て
る
こ
と
は
な

い
よ
う
に
、
二
諦
も
ま
た
そ
の
よ
う
で
あ
り
、
縁
を
区
別
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
諦
を
立
て
る
の
で
あ
り
実

事
に
よ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。］

さ
て
、
ま
ず
「
実
事
（
北
涼
訳
に
は
［
體
分
］）」
は
前
述
し
た
「
実
有
事
［
北
涼
訳
に
は
物
体（

（（
（

］」

と
同
義
で
あ
ろ
う
。『
倶
舎
論
』
に
十
六
行
相
の
「
実
事
（dravya

）」
の
語
が
あ
る（

（（
（

。
二
諦
は
、「
実

事
」
す
な
わ
ち
自
性
を
持
つ
実
体
と
し
て
あ
る
も
の
に
つ
い
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
唯

一
勝
義
諦
だ
け
と
な
り
仏
陀
の
二
諦
教
説
は
虚
偽
と
な
る
が
、「
差
別
縁
」
に
よ
っ
て
二
つ
の
諦
に

関
す
る
真
実
の
教
え
が
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。

つ
づ
く
文
章
で
四
縁
の
譬
え
を
出
し
て
説
明
し
て
い
る
の
で
「
差
別
縁
」
の
「
縁
」
を
四
縁
を
指

す
も
の
と
理
解
し
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
う
限
定
的
に
解
す
る
必
要
は
な
い
。
前
述
し
た
「
餘
縁
」
の

と
こ
ろ
で
言
及
し
た
が（

（（
（

、「
縁
」
は
他
の
も
の
と
の
区
別
が
成
り
立
つ
た
め
の
条
件
・
原
因
と
な
る

も
の
4

4

（
事
）、「
条
件
と
な
る
も
の（
こ
と
）」「
原
因
と
な
る
も
の（
こ
と
）」と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。「
諦

の
定
義
」
の
と
こ
ろ
で
は
「
余
の
縁
に
よ
っ
て
は
顛
倒
と
な
る
が
、
余
の
縁
に
よ
れ
ば
諦
の
摂
と
な

る
」
と
い
い
、
餘
の
縁
す
な
わ
ち
顛
倒
で
あ
る
こ
と
の
三
縁
（
三
つ
の
条
件
）
に
よ
っ
て
顛
倒
の
摂

と
な
る
四
顛
倒
（
し
た
が
っ
て
「
諦
」
の
摂
で
は
な
い
）
と
、
人
間
存
在
と
い
う
現
象
を
構
成
す
る

要
素
で
あ
り
実
相
と
相
応
し
て
い
る
と
い
う
縁
に
よ
っ
て
諦
の
摂
と
な
る
「
有
（
実
在
す
る
も
の
）」

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
二
つ
の
「
縁
」
に
よ
っ
て
諦
（
不
顛
倒
の
義
）
の
摂
と
な
る
も
の
と
な
ら
な

い
も
の
（
顛
倒
）
と
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、「
も
し
こ
の
縁
に
よ
っ
て
世
俗
諦
を
立
て
る
な
ら
ば
、
こ
の
縁
に
よ
っ
て
勝
義
諦
を

立
て
る
こ
と
は
な
い
。
も
し
こ
の
縁
に
よ
っ
て
勝
義
諦
を
立
て
る
な
ら
ば
、
こ
の
縁
に
よ
っ
て
世
俗

諦
を
立
て
る
こ
と
は
な
い
」
つ
ま
り
、
二
諦
は
異
な
る
「
縁
（
条
件
）」
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
る
と

す
る
。
そ
こ
で
譬
え
ば
と
し
て
四
縁
を
引
き
合
い
に
出
し
、「
も
し
此
の
縁
に
よ
っ
て
因
縁
性
を
立

て
る
な
ら
ば
此
の
縁
に
よ
っ
て
〔
等
無
間
縁
性
・
所
縁
縁
性
〕
乃
至
増
上
縁
性
を
立
て
る
こ
と
は
な

い
」
な
ど
と
し
て
、「
縁
（
も
の
・
こ
と
・
事
）」
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
四
縁
の
ど
れ
が
立
て
ら
れ
る

か
と
い
う
縁
の
区
別
・
範
囲
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
倶
舎
論
』
巻
七
「
分
別
根
品
」

に
四
縁
が
論
説
さ
れ
、「
性
と
は
縁
の
種
類
（jāti

）
で
あ
る
（
性
者
是
縁
種
類（

（（
（

）」
と
し
て
縁
の
種

類
と
い
う
視
点
か
ら
四
縁
の
類
別
・
範
囲
を
論
じ
、「
六
因
の
内
、
能
作
因
以
外
の
五
因
は
因
縁
の

類
で
あ
る
。
阿
羅
漢
が
無
余
涅
槃
に
臨
む
最
後
の
心
心
所
法
を
除
い
た
他
の
已
に
現
に
生
じ
て
い
る

心
心
所
法
は
等
無
間
縁
の
類
で
あ
る
。
こ
の
縁
に
よ
っ
て
生
じ
る
法
は
前
後
相
似
し
て
等
で
あ
っ
て

無
間
で
あ
る
。
こ
の
義
に
よ
っ
て
等
無
間
縁
の
名
を
立
て
る
の
で
あ
る
。
こ
の
義
に
よ
っ
て
色
等
に

つ
い
て
は
等
無
間
縁
を
立
て
る
こ
と
は
な
い
。
色
等
は
不
等
に
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。（
於
六
因
内
、

除
能
作
因
所
餘
五
因
是
因
縁
性
。
除
阿
羅
漢
臨
涅
槃
時
最
後
心
心
所
法
、
諸
餘
已
心
心
所
法
、
是
等

無
間
縁
性
。
此
縁
生
法
等
而
無
間
。
依
此
義
立
等
無
間
縁
名
。
由
此
色
等
皆
不
可
立
等
無
間
縁
。
不

等
生
故（

（（
（

。」
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
阿
羅
漢
最
後
の
心
心
所
法
が
「
等
而
無
間
」
の
「
義
」

に
よ
っ
て
「
等
無
間
縁
」
と
し
て
立
て
ら
れ
た
「
縁
（
事
）」
た
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ

る
も
の
（
事
）
に
つ
い
て
四
縁
が
立
て
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
も
の
（
事
）
と
そ
の
「
義
」
と
に
関
わ

っ
て
そ
の
性
（
種
類
）
が
判
別
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

す
る
と
「
縁
（
事
）」
は
多
種
多
様
と
な
る
。
す
な
わ
ち
「
差
別
縁
」
と
は
「
縁
を
差
別
区
別
す

る 

ｏ
ｒ 

種
々
な
る
縁
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
り
、「
縁
」
は
「
対
象
の
も
の
（
事
）」
で
あ
り
し
か

も
そ
れ
ぞ
れ
「
義
（
あ
り
方
に
つ
い
て
の
本
質
的
意
味
）」
を
も
つ
も
の
と
な
ろ
う
。

ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
二
諦
も
「
差
別
縁
」
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、「
実
事
」
に
よ
る

の
で
は
な
い
、
こ
れ
が
「
諦
」
に
二
つ
有
り
と
す
る
仏
陀
の
教
説
が
真
実
で
あ
る
こ
と
の
理
由
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
二
諦
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
実
事
」
と
い
う
「
縁
」
に
立
っ
た
場
合
は
勝
義
諦
と
し

て
説
か
れ
、「
世
俗
施
設
」
と
い
う
縁
に
立
っ
た
場
合
は
世
俗
諦
と
し
て
説
か
れ
る
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
ろ
う
。「
縁
」
は
根
縁
の
場
合
も
あ
り
概
念
の
場
合
も
あ
っ
て
一
様
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

『
婆
沙
論
』
は
後
説
で
、い
わ
ゆ
る
婆
沙
の
四
評
家
の
尊
者
世
友
（
和
須
蜜Vasm

itra

）、大
徳
（
仏

陀
提
婆Buddhadeva

）、尊
者
達
羅
達
多（
陀
羅
達
多D

harm
atrāta

）の
解
釈
を
紹
介
し
て
い
る
が
、

こ
う
し
た
多
様
な
二
諦
解
釈
こ
そ
「
差
別
縁
」
と
し
て
の
二
諦
解
釈
の
諸
例
な
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
「
差
別
縁
」
に
よ
る
二
諦
解
釈
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
も
う
一
つ
ク
リ
ア

ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
っ
た
。

③
二
諦
は
一
物
と
し
て
施
設
で
き
る
の
か

さ
て
、『
婆
沙
論
』
は
つ
ぎ
に
、
二
諦
が
差
別
縁
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
る
と
し
て
も
「
相
雑
（
ま

じ
り
あ
っ
て
曖
昧
に
な
る
）」
す
る
こ
と
は
な
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
。

次
の
よ
う
で
あ
る
。

問
曰
。
世
俗
勝
義
亦
可
施
設
各
是
一
物
不
相
雜
耶（

（（
（

。

答
曰
。
亦
可
施
設
。

［
問
う
。
世
俗
と
勝
義
と
ど
ち
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
一
物
と
し
て
施
設
し
て
雑
り
合
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
の
か
？



「
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
や
不
や
」
発
問
の
周
囲
（
１
）

一
一

答
え
る
。
二
つ
と
も
に
施
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
〔
雑
り
あ
う
こ
と
は
な
い
〕］

「
一
物
」
は
北
涼
訳
に
は
「
別
体（

（（
（

」。「
一
物
と
し
て
」
は
「
一
つ
の
物
体
（dravya

）
と
し
て
」

の
意
味
で
、
北
涼
訳
の
よ
う
に
「
個
別
の
も
の
（
体
）」
の
意
味
と
も
な
る（

（（
（

。
す
な
わ
ち
答
え
は
、

世
俗
諦
と
勝
義
諦
と
は
そ
れ
ぞ
れ
一
物
と
し
て
、
あ
る
い
は
体
を
別
す
る
物
と
し
て
施
設
で
き
、
二

つ
が
互
い
に
雑
合
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
前
説
の
よ
う
に
「
差
別
縁
」
に
よ
っ
て
、
二
諦
は
一

縁
に
お
い
て
同
時
に
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
す
な
わ
ち
一
縁
に
よ
っ
て
世
俗
諦
を
立
て
る
な
ら

ば
同
一
の
縁
に
よ
っ
て
勝
義
諦
を
立
て
る
こ
と
な
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
二
諦
は
別
々
の
一

物
と
し
て
施
設
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、雑
合
し
て
曖
昧
と
な
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ち
な
み
に
「
別
体
」
は
も
の
の
分
析
・
区
別
と
い
う
こ
と
に
立
脚
す
る
阿
毘
達
磨
的
な
性
格
の
語

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
北
涼
訳
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
の
他
に
『
雑
阿
毘
曇
心
論
』
な
ど
に
も
用
例
が

見
ら
れ
る（

（（
（

。
管
見
で
は
、「
別
体
」
な
る
訳
語
は
、
五
世
紀
の
は
じ
め
頃
に
翻
訳
さ
れ
た
阿
毘
達
磨

論
書
に
は
じ
め
て
用
い
ら
れ
た
。
中
国
南
北
朝
期
に
は
成
実
学
や
三
論
学
で
二
諦
の
一
体
・
別
体（
異

体
）
の
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ（

（（
（

、
以
後
、
中
国
仏
教
で
は
様
々
な
問
題
に
つ
い
て
こ
の
概
念
か
ら
の
解

釈
が
行
わ
れ
て
い
る
。
般
若
経
、
維
摩
経
な
ど
の
「
二
・
不
二
」
や
中
論
の
「
一
・
異
」
は
よ
り
基

調
的
な
理
論
と
な
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
異
の
見
を
超
え
た
非
一
非
異

の
実
相
を
求
め
る
と
い
う
思
考
過
程
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、二
諦
一
体
や
二
諦
異
体
（
別
体
）
が
別
々

の
学
説
と
し
て
立
て
ら
れ
る
こ
と
と
同
列
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。背
景
に
は
阿
毘
達
磨
的
な「
別

体
」
の
発
想
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
玄
奘
は
「
一
物
と
し
て
施
設
」
と
い
い
北
涼
訳
「
別
体
」

の
語
を
取
っ
て
い
な
い
。「
別
体
」
と
い
う
表
現
は
「
別
々
に
自
性
を
有
し
て
存
立
し
て
い
る
も
の
」

と
取
ら
れ
る
嫌
い
が
あ
る
。
し
か
し
す
で
に
、
勝
義
諦
の
一
諦
だ
け
が
実
在
し
世
俗
の
中
の
世
俗
性

は
勝
義
諦
に
依
拠
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、南
北
朝
期
に
行
わ
れ
た
二
諦
の
一
体
・

異
（
別
）
体
と
い
う
発
想
を
避
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
い
ず
れ
に
し
ろ
二
諦
は
そ
れ
ぞ
れ
一
物
と
し
て
「
施
設
」
で
き
る
と
い
う
の
が
『
婆
沙
論
』

の
解
釈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
二
諦
は
「
施
設
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
勝
義
諦
の
一
諦
だ
け
が
実
在

す
る
と
は
い
う
も
の
の
、
二
諦
は
別
々
の
体
と
し
て
「
施
設
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
『
婆
沙
論
』
の
二
諦
に
対
す
る
解
釈
の
曖
昧
性
（
多
様
性
）
が
見
え
隠
れ
す
る
。
す
な

わ
ち
、
実
在
の
勝
義
諦
ま
で
も
「
施
設
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
に
二
諦
解
釈
の
不
整
合
が
見
え
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
在
を
認
め
る
と
「
二
諦
は
何
故
に
説
か
れ
た
の
か
」
の
問
い
に
対
す
る
整

合
的
な
答
え
が
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
は
南
北
朝
期
の
三
論
家
に
お
い
て
批

難
の
対
象
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
「
勝
義
諦
の
み
が
実
在
す
る
唯
一
の
諦
で
あ
り
、
施
設
さ
れ
た
世
俗
の
世
俗
た
る
あ

り
方
（
世
俗
性
）
は
唯
一
実
在
の
勝
義
諦
に
依
拠
し
て
い
る
、
け
れ
ど
も
二
諦
は
別
々
の
一
物
と
し

て
施
設
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
二
諦
が
雑
合
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
性
格
を
も
つ
二
つ
の
諦
が
施

設
さ
れ
る
根
拠
と
な
る
の
が
前
述
の
「
差
別
縁
（
二
諦
が
別
々
の
一
物
と
し
て
施
設
さ
れ
る
条
件
・

根
拠
・
意
義
）」
で
あ
り
、
こ
れ
が
『
婆
沙
論
』
の
二
諦
解
釈
（
仏
陀
は
何
故
に
二
諦
を
説
き
た
も

う
た
の
か
の
問
い
に
対
す
る
解
釈
）
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。

④
毘
婆
沙
師
に
よ
る
二
諦
解
釈
の
諸
例

論
は
引
き
つ
づ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
婆
沙
の
四
評
家
の
う
ち
の
尊
者
世
友
（
北
涼
訳
：
和
須
蜜

Vasum
itra

）、
大
徳
（
北
涼
訳
：
仏
陀
提
婆Buddhadeva

）、
尊
者
達
羅
達
多
（
北
涼
訳
：
陀
羅
達
多

D
harm

atrāta

）
の
三
師
の
解
釈
を
紹
介
し
て
い
る
。

世
友
は
、
能
顕
の
名
を
世
俗
と
し
、
所
顕
の
法
を
勝
義
と
す
る
（
能
顕
名
是
世
俗
、
所
顕
法
是
勝
義
）

と
い
い
、
そ
し
て
達
羅
達
多
は
、
名
の
自
性
は
世
俗
で
あ
り
（
名
自
性
是
世
俗
）、
義
の
自
性
は
勝
義

で
あ
る
（
義
自
性
是
勝
義
）
と
い
う
。
こ
の
二
説
は
同
じ
解
釈
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
法
が
も
つ

本
質
性
「
義
」
は
能
表
現
者
で
あ
る
名
称
（
能
顕
）
に
よ
っ
て
顕
わ
さ
れ
る
（
所
顕
）、
こ
の
と
き
、

名
称
は
世
俗
で
あ
り
法
は
勝
義
で
あ
り
、
ま
た
、
名
称
の
本
性
（
自
性
）
は
世
俗
で
あ
り
、
義
の
本

性
は
勝
義
で
あ
る
、
と
い
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
世
俗
（sam

vrti

、vyavahāra

）」
は
「
言
説
」

の
意
を
も
ち
、
そ
れ
は
「
顛
倒
」「
虚
誑
」
を
本
性
（
性
）
と
す
る
。
し
か
し
そ
れ
が
顛
倒
・
虚
誑

で
は
あ
っ
て
も
、「
法
」
と
そ
の
本
質
で
あ
る
「
義
」
は
言
説
（
名
称
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
顕
わ
に

な
ら
な
い
。「
法
」
お
よ
び
そ
の
「
義
」
は
言
説
世
俗
を
絶
し
た
あ
り
方
で
あ
り
、
い
わ
ば
言
説
以

前
の
あ
り
方
で
あ
り
、
勝
義
の
あ
り
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
義
」
の
本
性
は
言
説
以
前
の
勝
義
で

あ
る
と
す
る（

（（
（

。
な
お
、
こ
の
説
を
世
俗
の
有
と
勝
義
の
有
と
い
う
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
基
本
的
な
二
諦
説

に
も
つ
づ
く
も
の
と
す
る
解
釈
が
あ
る（

（（
（

。

大
徳
仏
陀
提
婆
は
、
有
情
・
瓶
・
衣
な
ど
と
い
っ
た
事
、
す
な
わ
ち
世
俗
的
に
施
設
さ
れ
た
も
の

ご
と
を
述
べ
る
（
宣
説
す
る
）
場
合
、そ
れ
が
不
虚
妄
心
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
、

そ
の
言
説
を
世
俗
諦
と
し
、
縁
性
縁
起
な
ど
の
勝
義
の
理
を
述
べ
る
（
宣
説
す
る
）
場
合
、
そ
れ
が

不
虚
妄
心
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
、
そ
の
言
説
を
勝
義
諦
と
す
る
（
宣
説
有
情
瓶

衣
等
事
、
不
虚
妄
心
所
起
言
説
是
世
俗
諦
。
宣
説
縁
性
縁
起
等
理
、
不
虚
妄
心
所
起
言
説
是
勝
義
諦
）
と
い
う
。

世
友
は
も
う
一
つ
の
解
釈
を
出
し
て
い
る
。「
世
間
に
随
順
す
る
所
説
（
世
間
世
俗
に
お
い
て
正

義
と
さ
れ
て
い
る
規
則
・
法
則
に
順
じ
て
説
か
れ
た
こ
と
）」
は
世
俗
に
お
い
て
真
理
性
（
諦
）
を
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一
二

も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
「
世
諦
」
で
あ
り
、「
賢
聖
に
随
順
す
る
所
説
（
賢
聖
が
体
得
し
た
真
理
に

も
と
づ
い
て
説
か
れ
た
こ
と
）」
は
「
勝
義
諦
」
で
あ
る
と
い
う
（
隨
順
世
間
所
説
名
是
世
俗
。
隨
順
賢

聖
所
説
名
是
勝
義
）。

因
み
に
こ
の
解
釈
は
、
龍
樹
『
中
論
』
観
四
諦
品
・
第
八
偈
の
青
目
釈
に
「
一
切
法
性
は
空
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
間
は
顛
倒
し
て
虚
妄
の
法
を
生
み
出
し
て
い
る
、
こ
れ
は
〔
こ
の
世
間
的

虚
妄
の
法
は
〕
世
間
に
於
い
て
真
実
で
あ
る
か
ら
世
俗
の
諦
と
い
い
、
諸
賢
聖
は
、
そ
れ
は
顛
倒
を

本
性
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
切
法
は
皆
な
空
無
生
で
あ
る
と
知
る
、
こ
れ
〔
一
切
法
空
無
生
〕

は
聖
人
に
於
い
て
真
実
で
あ
る
か
ら
第
一
義
諦
と
名
づ
け
る
の
で
あ
り
、
諸
仏
は
こ
の
二
諦
に
依

拠
し
て
法
を
説
く
の
で
あ
る
（
世
俗
諦
者
。
一
切
法
性
空
。
而
世
間
顛
倒
故
生
虚
妄
法
。
於
世
間
是

實
。
諸
賢
聖
眞
知
顛
倒
性
。
故
知
一
切
法
皆
空
無
生
。
於
聖
人
是
第
一
義
諦
名
爲
實
。
諸
佛
依
是
二

諦
。
而
爲
衆
生
説
法（

（（
（

。）」
と
い
う
解
釈
と
同
じ
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、『
大
般
涅
槃
経
』
聖
行

品
で
、
世
諦
が
即
ち
第
一
義
諦
で
あ
る
な
ら
ば
た
だ
一
諦
の
み
と
な
る
で
あ
ろ
う
に
何
故
に
仏
陀
は

二
諦
を
説
か
れ
た
の
か
と
い
う
文
殊
師
利
菩
薩
の
疑
問
に
対
す
る
答
え
と
し
て
八
種
の
解
釈
を
出
し

て
お
り
、
そ
の
第
一
は
「
世
人
の
所
知
＝
世
諦
、
出
世
人
の
所
知
＝
第
一
義
諦
」
と
す
る
も
の
で
あ

り
、『
婆
沙
論
』
や
『
中
論
』（
青
目
釈
）
の
二
諦
解
釈
と
同
じ
視
点
に
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
見
る
と
、『
婆
沙
論
』、『
中
論
』（
青
目
釈
）、『
大
般
涅
槃
経
』
聖
行
品
の
二
諦
解
釈
に
接
点
が

認
め
ら
れ
、「
仏
陀
は
何
故
に
二
諦
を
説
か
れ
た
の
か
」に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
行
わ
れ
た
、

そ
う
し
た
思
潮
の
存
在
が
想
像
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
仏
陀
の
二
諦
教
説
は
毘
婆
沙
師
に
よ
っ
て
「
差
別
縁
」
と
い
う
理
解
に
よ
っ
て

さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
唯
一
実
在
の
諦
と
し
て
第
一
義
諦
（
勝
義
諦
）
を
認

め
る
と
い
う
教
学
の
枠
組
み
の
中
で
二
諦
教
説
を
意
義
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
阿
毘
達
摩

磨
的
事
情
が
あ
っ
た
。そ
の
た
め
に
還
っ
て
多
様
な
る
二
諦
解
釈
の
風
潮
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
な
か
で
右
の
世
友
と
大
徳
に
共
通
し
て
二
諦
を
言
説
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
意

し
た
い
。ち
な
み
に
二
諦
を
仏
陀
の
教
説（
言
教
）で
あ
る
と
す
る
解
釈
は
衆
賢『
順
正
理
論
』に
も「
有

言
」
と
し
て
、「
補
特
伽
羅
・
城
・
園
・
林
な
ど
の
相
応
の
言
教
は
み
な
世
俗
に
属
す
る
、
そ
れ
は

そ
の
言
説
と
言
説
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
対
象
と
に
齟
齬
が
な
い
こ
と
か
ら
「
諦
」
と
さ
れ
る
（
非
從

誑
他
作
意
引
起
故
名
爲
諦
）、
そ
し
て
五
蘊
十
二
処
十
八
界
に
相
応
の
言
教
は
み
な
勝
義
に
属
す
る
、

そ
れ
は
諸
法
の
実
相
を
明
ら
か
に
説
く
も
の
で
あ
る
か
ら
「
諦
」
と
さ
れ
る
」
と
あ
る（

（（
（

。
い
う
ま
で

も
な
く
二
諦
は
言
説
で
あ
り
説
法
の
形
式
で
あ
る
と
は
龍
樹
が
『
中
論
』
観
四
諦
品
に
お
い
て
明
言

す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
中
国
に
お
い
て
三
論
宗
の
約
教
二
諦
論
へ
と
発
展
す
る
の
で
あ
る

が
、
少
な
く
と
も
世
友
や
大
徳
（
仏
陀
提
婆
）
そ
し
て
中
論
が
表
明
す
る
「
言
説
と
し
て
の
二
諦
」

と
い
う
諸
解
釈
は
、
そ
う
し
た
阿
毘
達
摩
磨
に
お
け
る
二
諦
解
釈
の
風
潮
の
な
か
に
お
い
て
眺
め
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。　
　
　
　
　

以
上
、
結
語
は
次
稿
に
お
い
て
認
め
た
い
。

註
（（）
大
正
蔵
一
二
、六
八
四
下
。

（（）
安
井
廣
済
『
中
観
思
想
の
研
究
』
参
照

（（）
二
諦
を
言
説
と
す
る
の
は
龍
樹
だ
け
で
は
な
い
。『
婆
沙
論
』『
順
正
理
論
』
に
は
二
諦
を
言
説

と
す
る
毘
婆
沙
師
の
解
釈
が
見
ら
れ
る
。
当
時
、
こ
う
し
た
二
諦
解
釈
の
思
潮
が
存
在
し
た
の

で
あ
る
。

（（）『
大
乗
玄
論
』
に
「
二
諦
者
、
蓋
是
言
教
之
通
詮
、
相
待
之
假
稱
」（
大
正
蔵
四
五
、一
五
上
）。

（（）
も
と
、
百
巻
全
部
あ
っ
た
が
、
涼
城
の
兵
乱
に
散
逸
し
、
六
十
巻
の
み
残
存
。
玄
奘
訳
『
阿
毘

達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
の
前
半
百
十
巻
に
相
当
と
い
う
（『
佛
書
解
説
大
辞
典
』）。

（（）
安
井
広
済
『
中
観
思
想
の
研
究
』
は
初
期
仏
教
、
阿
毘
達
磨
、
大
乗
仏
教
の
原
典
資
料
と
そ
の

言
語
分
析
に
も
と
づ
い
て
真
俗
二
諦
の
思
想
を
発
展
史
的
に
組
織
的
に
ま
と
め
て
い
る
。
西
義

雄
『
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
』
は
般
若
経
を
中
心
と
す
る
大
乗
仏
教
の
二
諦
に
つ
い
て
論
述
し
、

阿
毘
達
磨
の
二
諦
に
つ
い
て
も
論
及
し
て
い
る
。

（（）
大
正
蔵
二
七
、三
九
八
上
。

（（）
同
右
。

（（）
廣
澤
隆
之
「
仏
教
述
語
の
概
念
に
つ
い
て
―
―
比
較
思
想
に
お
け
る
方
法
論
を
め
ぐ
っ
て
―

―
」（『
現
代
密
教
』
第
十
六
号
、平
成
十
五
年
三
月
、一
六
六
～
一
六
九
頁
）
参
考
。
氏
は
「
諦

（satya

）」
の
仏
教
と
し
て
の
語
義
に
つ
い
て
詳
論
し
、「
釈
尊
が
四
聖
諦
を
説
い
た
。
そ
れ
は

通
常
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
「
四
つ
の
真
理
」
で
は
な
く
、「
聖
者
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
四
つ
の

生
の
実
態
（
＝
現
実
、本
当
の
と
こ
ろ
）」
な
の
で
あ
る
」
と
い
い
、ま
たtattva

に
つ
い
て
「
大

乗
仏
教
に
お
い
て
は
事
柄
の
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
を
「
真
実
」
と
い
う
漢
訳
語
で
顕
す
こ
と
が

多
い
。
…
…
直
訳
す
れ
ば
「
そ
れ
で
あ
る
こ
と
」「
そ
の
も
の
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ

ろ
う
か
。
し
か
も
、
そ
れ
は
師
か
ら
直
接
的
に
掲
示
さ
れ
た
世
界
の
事
実
性
で
あ
り
…
…
」
と

論
じ
て
い
る
。

（（0）
大
正
蔵
二
七
、三
九
八
中
。



「
世
諦
の
中
に
第
一
義
諦
有
り
や
不
や
」
発
問
の
周
囲
（
１
）

一
三

（（（）
北
涼
訳
の
「
事
」
で
は
あ
る
が
、「
事
」
に
つ
い
て
『
倶
舎
論
』
巻
第
一
「
分
別
界
品
第
一
」
に
「
或

名
有
事
。
以
有
因
故
。
事
是
因
義
」（
大
正
蔵
二
九
、二
上
）
と
あ
り
、
中
村
元
『
弘
説
仏
教
語

大
辞
典
』
は
「
有
事　

①
因
を
伴
っ
て
い
る
も
の
。
因
か
ら
生
じ
た
も
の
。
有
為
法
の
異
名
。

事
は
因
の
意
。
根
拠
を
具
す
る
も
の
」
と
解
説
。

（（（）
大
正
蔵
二
九
、一
〇
下
、
大
正
蔵
二
九
、一
〇
〇
上
～
下
。

（（（）
『
婆
沙
論
』
巻
第
一
に
「
復
次
進
趣
亦
有
差
別
。
謂
未
入
正
法
令
入
正
法
故
説
素
怛
纜
。
已
入

正
法
令
受
持
學
處
故
説
毘
㮈
耶
。
已
受
持
學
處
令
通
達
諸
法
眞
實
相
故
説
阿
毘
達
磨
。
是
故
三

藏
亦
有
差
別
（
大
正
蔵
二
七
、二
上
）」。

（（（）
大
正
蔵
二
七
、三
九
八
上
。
自
性
・
我
・
物
・
自
体
相
分
本
性
は
、
法
の
本
体
・
本
性
・
自
立

的
存
在
性
・
実
体
（svabhāva,vastu
）
な
ど
の
意
味
を
も
ち
、『
婆
沙
論
』
に
２
３
回
使
用

さ
れ
る
。
阿
毘
達
磨
の
法
の
解
明
の
本
質
的
意
義
を
示
し
て
い
る
。

（（（）
平
川
彰
『
イ
ン
ド
仏
教
史　

上
巻
』
一
九
八
頁
。

（（（）
北
涼
訳
に
「
物
体
作
諦
」（
大
正
蔵
二
八
、二
九
七
中
）。「
実
有
」
に
つ
い
て
は
『
婆
沙
論
』
は

五
種
の
「
有
」
を
説
く
な
か
「
実
有
」
を
「
謂
一
切
法
各
住
自
性
」（
大
正
蔵
二
七
、四
二
中
）

と
い
う
。

（（（）
大
正
蔵
二
七
、三
九
九
上
～
中
。

（（（）
佐
々
木
現
順
『
阿
毘
達
磨
思
想
研
究
』
六
九
～
七
〇
頁
。

（（（）
「
契
経
」
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。
先
学
に
お
い
て
も
、例
え
ば
西
義
雄
博
士
は
、『
中
論
』

観
四
諦
品
の
「
諸
仏
の
教
説
は
二
諦
に
依
止
し
て
」、『
成
実
論
』
の
「
仏
は
二
諦
を
説
く
」（
大

正
蔵
経
三
二
、三
四
五
下
）、
そ
し
て
『
婆
沙
論
』
の
「
餘
の
經
中
に
二
諦
有
り
と
説
く
」
と
あ

る
が
、
こ
の
証
し
と
し
て
明
確
に
出
来
る
記
述
は
阿
含
・
ニ
カ
ー
ヤ
・
九
分
経
な
ど
に
見
出
し

得
な
い
と
し
、
二
諦
説
の
淵
源
を
仏
教
の
内
面
的
理
由
と
外
面
的
理
由
の
二
面
か
ら
推
論
し
て

い
る
。
安
井
廣
済
博
士
も
不
明
と
し
て
い
る
（『
中
観
思
想
の
研
究
』）。

（（0）
問
。
世
俗
勝
義
二
諦
云
何
。〔
答
〕
有
作
是
説
。
於
四
諦
中
前
二
諦
是
世
俗
諦
。
男
女
行
住
及

瓶
衣
等
。
世
間
現
見
諸
世
俗
事
。
皆
入
苦
集
二
諦
中
故
。
後
二
諦
是
勝
義
諦
。
諸
出
世
間
眞
實

功
徳
。
皆
入
滅
道
二
諦
中
故
。
／
復
有
説
者
。
於
四
諦
中
前
三
諦
是
世
俗
諦
。
苦
集
諦
中
有

世
俗
事
。
義
如
前
説
。
佛
説
滅
諦
如
城
如
宮
或
如
彼
岸
。
諸
如
是
等
世
俗
施
設
滅
諦
中
有
。
是

故
滅
諦
亦
名
世
俗
。
唯
一
道
諦
是
勝
義
諦
。
世
俗
施
設
此
中
無
故
。
／
或
有
説
者
。
四
諦
皆

是
世
俗
諦
攝
。
前
三
諦
中
有
世
俗
事
。
義
如
前
説
。
道
諦
亦
有
諸
世
俗
事
。
佛
以
沙
門
婆
羅
門

名
説
道
諦
故
。
唯
一
切
法
空
非
我
理
是
勝
義
諦
。
空
非
我
中
諸
世
俗
事
絶
施
設
故
。（
大
正
蔵

二
七
、三
九
九
下
）。

（（（）
大
正
蔵
二
七
、四
〇
〇
上
。

（（（）『
倶
舎
論
』
巻
二
十
二
に
「
餘
經
復
説
。
諦
有
二
種
。
一
世
俗
諦
。
二
勝
義
諦
。
如
是
二
諦
。

其
相
云
何
。
頌
曰  

彼
覺
破
便
無 

慧
析
餘
亦
爾   

如
瓶
水
世
俗 

異
此
名
勝
義　
　

 

論
曰
。
若

彼
物
覺
彼
破
便
無
。
彼
物
應
知
名
世
俗
如
瓶
被
破
爲
碎
凡
時
瓶
覺
則
無
。
衣
等
亦
爾
。
又
若
有

物
以
慧
析
除
彼
覺
便
無
亦
是
世
俗
。
如
水
被
慧
析
色
等
時
水
覺
則
無
。
火
等
亦
爾
。
即
於
彼
物

未
破
析
時
以
世
想
名
施
設
爲
彼
。
施
設
有
故
名
爲
世
俗
。
依
世
俗
理
説
有
瓶
等
。
是
實
非
虚
名

世
俗
諦
。
若
物
異
此
名
勝
義
諦
。」（
大
正
蔵
二
九
、一
一
六
中
）。
平
川
彰
「
説
一
切
有
部
の
認

識
論
」（『
北
大
文
学
部
紀
要
』
二
、一
九
五
三
年
）。

（（（）
大
正
蔵
二
八
、二
九
八
中
。

（（（）
大
正
蔵
二
七
、四
〇
〇
上
。

（（（）
大
正
蔵
二
七
、四
〇
〇
上
、
北
涼
訳
は
「
問
曰
、
若
然
者
、
佛
何
故
説
二
諦
」（
大
正
蔵

二
八
、二
九
八
中
）。

（（（）
大
正
蔵
二
七
、四
〇
〇
上
。

（（（）
７
頁
下
段
、
前
註

（（（）

（（（）
玄
奘
訳
『
倶
舎
論
』
巻
二
十
六
、「
十
六
行
相
實
事
有
幾
。
何
謂
行
相
。
能
行
所
行
。
頌
曰   

行
相
實
十
六 

此
體
唯
是
慧   

能
行
有
所
縁 

所
行
諸
有
法
。 

論
曰
。
有
餘
師
説
。
十
六
行
相
名

雖
十
六
實
事
唯
。
謂
縁
苦
諦
名
實
倶
四
」（
大
正
蔵
二
九
、一
三
七
上
）。

（（（）
前
述
…
…
頁
。

（（0）
大
正
蔵
二
九
、三
六
中
。

（（（）
大
正
蔵
二
九
、三
六
中
。

（（（）
大
正
蔵
二
七
、四
〇
〇
上
。

（（（）『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
に
「
問
曰
。
世
諦
第
一
義
諦
。
爲
可
得
施
設
別
體
。
不
雑
合
耶
」（
大
正

蔵
二
八
、二
九
八
下
）。

（（（）
玄
奘
訳
『
倶
舎
論
』
巻
五
「
分
別
根
品
」
に
衆
同
分
を
論
じ
る
な
か
で
「
論
曰
。
有
別
実
物

（dravya

）、
名
爲
同
分
」
と
い
い
、
こ
の
視
点
の
下
で
「
彼
宗
執
」
と
す
る
も
の
の
「
一
物

（eka-dravya

）」
の
語
が
見
え
る
（
平
川
彰
編
：
眞
諦
訳
對
校　

阿
毘
達
磨
倶
舎
論　

第
一
巻

一
六
九
頁
、
一
七
一
頁
）。
あ
る
い
は
眞
諦
訳
『
大
乗
唯
識
論
』
に
「
一
物
（eka-dravya

）」、

玄
奘
訳
『
唯
識
二
十
論
』
に
は
「
一
」）（
宇
井
伯
壽
著
『
唯
識
二
十
論
研
究
』
四
十
一
頁
な
ど
）。

（（（）
巻
第
一
五
に
「
各
有
所
爲
故
。
或
有
爲
斷
欲
。
故
勤
方
便
。
或
有
爲
斷
無
明
。
故
勤
方
便
。
或



大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集　

第
三
十
五
号

一
四

有
爲
斷
欲
勤
方
便
者
。
名
心
解
脱
。
或
有
爲
斷
無
明
勤
方
便
者
。
名
慧
解
脱
。
然
其
解
脱
。
更

無
別
體
。」（
大
正
蔵
二
八
、一
一
三
下
）、
巻
第
二
二
に
「
有
説
者
。
此
是
心
之
異
名
。
如
譬
喩

者
説
。
思
之
與
憶
。
是
心
異
名
。
更
無
別
體
。
爲
止
如
是
説
者
意
。
欲
説
思
之
與
憶
是
心
數
法

各
有
別
體
故
。」（
同
、
一
六
八
上
）、『
雜
阿
毘
曇
心
論
』
巻
第
十
一
に
「
聲
聞
僧
無
佛
者
。
聲

聞
僧
不
攝
佛
。
何
以
故
。
三
寶
不
減
故
。
若
世
尊
聲
聞
所
攝
。
應
有
三
寶
非
三
佛
。
無
別
體
故
。

歸
依
及
不
壞
淨
念
等
亦
如
是
。
莫
言
有
過
。
是
故
聲
聞
僧
不
攝
佛
。」（
同
、九
六
三
中
）
な
ど
。

（（（）
た
と
え
ば
梁
代
の
成
実
学
者
龍
光
寺
僧
與
は
「
二
諦
異
体
」
説
を
と
な
え
て
二
諦
が
別
体
で

あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
と
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。『
大
乗
玄
論
』
に
「
開
善
明
。
二
諦
一
體
。

用
即
是
即
。
龍
光
明
。
二
諦
各
體
。
用
不
相
離
即
。
衆
師
雖
多
不
出
此
二
。
今
難
。
…
…
龍
光

二
諦
異
體
。
開
善
一
體
。」（
大
正
蔵
四
五
、二
一
下
）、『
二
諦
義
』
巻
中
に
「
開
善
與
莊
嚴
明

一
體
。
龍
光
明
異
體
」（
大
正
蔵
四
五
、一
〇
五
中
）。

（（（）
か
つ
て
、
西
義
雄
博
士
は
名
・
義
・
法
の
意
味
を
婆
沙
論
に
も
と
づ
い
て
解
説
さ
れ
た
（『
初

期
大
乗
仏
教
の
研
究
』
三
八
七
～
八
頁
）。

（（（）
安
井
廣
済
博
士
は
、
死
者
・
生
者
・
入
定
者
・
出
定
者
・
作
者
・
受
者
・
樹
・
補
特
伽
羅
な
ど
は

言
説
世
俗
の
有
（sam

vrti-sat

）
で
あ
り
、
世
俗
の
言
説
の
因
縁
・
構
成
要
素
と
な
る
死
法
・
生
法
・

所
入
定
・
所
出
定
・
業
・
異
熟
果
・
色
等
の
四
塵
・
五
蘊
は
勝
義
の
有
（param

ārtha-sat

）
で
あ

る
と
す
る
大
毘
婆
沙
論
の
基
本
的
な
二
諦
説
に
も
と
づ
い
た
説
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（『
中
観
思

想
の
研
究
』
五
四
頁
）。

（（（）
大
正
蔵
三
〇
、三
二
下
。

（（0）
衆
賢
『
順
正
理
論
』
巻
第
五
十
八
「
辯
賢
聖
品
」
に
「
有
言
。
二
諦
約
教
有
別
。
謂
諸
宣
説

補
特
伽
羅
、
城
、
園
、
林
等
相
應
言
教
皆
世
俗
攝
。
此
爲
顯
示
實
義
爲
先
。
非
從
誑
他
作
意
引

起
故
名
爲
諦
。
諸
有
宣
説
蘊
處
界
相
應
言
教
皆
勝
義
攝
。
此
爲
詮
辯
諸
法
實
相
。」（
大
正
蔵

二
九
、六
六
五
下
）。


