
（
森
山
清
徹
教
授
最
終
講
義
）

仏
教
学
を
学
ん
で

森　

山　

清　

徹

　

ど
う
も
皆
様
方
、
本
日
は
お
忙
し
い
中
、
わ
ざ
わ
ざ
お
出
ま
し
頂
き
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
こ
と

が
成
り
ま
す
に
つ
き
、
学
部
長
は
じ
め
、
学
部
の
執
行
部
の
先
生
方
、
宗
教
課
、
そ
し
て
ま
た
、
学
部
事
務
所
、
資
料
室
の
方
々
に
も

大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
い
ま
学
部
長
か
ら
ご
紹
介
頂
き
、
本
人
も
忘
れ
て
お
る
よ
う
な
こ
と
ま
で
色
々
述
べ
て
頂
き
、
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。「
そ

う
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
か
」
と
改
め
て
思
い
出
し
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
最
終
講
義
で
す
の
で
、
普
通
の
講
義
と
は
性
格
が
違
い
ま
す

け
れ
ど
も
、「
仏
教
学
を
学
ん
で
」
と
い
う
題
を
付
け
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
紹
介
頂
き
ま
し
た
よ
う
に
、
今
ま
で
勉
強
し
て
参
り
ま

し
た
こ
と
を
、
論
文
に
し
た
も
の
は
、
そ
の
都
度
ま
と
め
る
よ
う
に
し
て
き
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
現
在
校
正
し
て
お
る
も
の
も
含
め

ま
す
と
、
約
一
二
〇
本
近
く
に
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
塵
も
積
も
れ
ば
小
山
く
ら
い
に
は
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し

て
、
学
部
以
来
五
〇
年
を
超
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
曲
が
り
な
り
に
も
、
ど
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
の
ま
と
め
の

二
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よ
う
な
こ
と
を
、
恩
師
の
先
生
方
の
こ
と
も
交
え
、
お
話
を
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
途
中
ち
ょ
っ
と
や
や
こ
し
い
話
に
な
る

と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
お
許
し
頂
き
た
く
存
じ
ま
す
。

　

勉
強
し
て
ま
い
り
ま
し
た
中
心
的
な
と
こ
ろ
は
、
三
本
柱
と
ま
で
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
三
つ
の
分
野
に
渡
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
学
部
の
時
に
は
『
般
若
経
』
の
勉
強
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
水
谷
幸
正
先
生
に
ご
指
導
頂
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
当
時
、

先
生
は
事
務
局
長
を
さ
れ
て
お
ら
れ
、
き
わ
め
て
多
忙
で
そ
れ
と
と
共
に
仏
教
学
科
の
教
授
で
あ
ら
れ
ま
し
た
。
先
生
の
非
常
に
力
強

い
お
姿
、
講
義
中
の
お
姿
を
拝
見
致
し
ま
し
て
、「
仏
教
学
と
い
う
の
は
何
か
が
あ
る
」
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
入
学
当
初
、
ど
う
い

う
こ
と
を
や
っ
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
頃
、
水
谷
先
生
の
お
姿
と
、
講
義
の
内
容
と
か
ら
、「
仏
教
学
と
い
う
の
は
何
か
素
晴
ら
し
い

も
の
が
あ
る
」
と
い
う
思
い
を
持
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
が
学
問
と
し
て
の
「
仏
教
学
」
へ
の
芽
生
え
で
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
卒
業
論
文
で
は
『
大
品
般
若
経
』
と
い
う
大
き
な
章
か
ら
な
り
ま
す
、『
般
若
経
』
を
勉
強
し
ま
し
た
。「
空
」
の
こ
と
に
関
心
を

持
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、『
中
論
』
を
と
で
も
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
水
谷
先
生
か
ら
「
も
っ
と
、
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
な
る
よ
う

な
こ
と
を
勉
強
し
な
さ
い
」
と
『
華
厳
経
』
を
勧
め
て
頂
き
ま
し
た
が
、
私
に
は
ど
う
も
『
般
若
経
』
の
ほ
う
が
ぴ
っ
た
り
く
る
感
じ

が
致
し
ま
し
て
、
そ
の
時
、
同
級
生
で
岸
君
が
お
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
岸
先
生
と
な
っ
た
の
で
す
が
、
彼
は
、
六
二
歳
で
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
彼
が
『
小
品
般
若
経
』
を
や
り
、
私
が
『
大
品
般
若
経
』
を
や
る
と

い
う
こ
と
で
、
同
じ
よ
う
に
『
般
若
経
』
を
や
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
彼
が
元
気
で
あ
れ
ば
、
今
日
一
緒
に
、
こ
の
最
終
講
義
を
迎
え

さ
せ
て
頂
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
寂
し
く
も
は
や
く
に
逝
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
卒
業
論
文
の
話
に
戻
り
ま
す
が
、

『
大
品
般
若
経
』
は
漢
訳
で
九
〇
く
ら
い
の
章
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
扱
い
、『
小
品
〔
般
若
経
〕』
の
ほ
う
は
「
八
千
頌
系
」
と

申
し
ま
し
て
、
三
〇
く
ら
い
の
章
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、『
大
品
般
若
経
』
の
ほ
う
は
更
に
増
広
さ
れ
て
、
内
容
も
『
小
品
〔
般
若
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経
〕』
に
無
い
よ
う
な
も
の
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
今
か
ら
思
え
ば
、
水
谷
先
生
の
下
で
『
般
若
経
』
を
勉
強
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
は

大
変
良
か
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
〔
配
布
資
料
の
〕
Ⅱ
イ
ン
ド
後
期
中
観
思
想
、
Ⅲ
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
分
野
に
お
き
ま
し

て
も
極
め
て
密
接
に
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
す
。『
般
若
経
』
は
膨
大
で
す
の
で
全
貌
を
掴
む
に
は
時
間
を
要
し
ま
す
。
私
は
学
部
の

頃
か
ら
少
し
ず
つ
勉
強
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
お
よ
そ
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
掴
ん
で
お
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
が
出

典
を
見
つ
け
る
時
に
、
非
常
に
有
益
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
イ
ン
ド
の
テ
キ
ス
ト
と
申
し
ま
す
の
は
、
出
典
名
、
経
典
名
が
表
わ
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
チ
ベ
ッ
ト
の
テ
キ
ス
ト
で
も
同
様
な
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
時
、「
こ
れ
は
『
般
若

経
』
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
よ
う
な
目
安
を
付
け
ま
し
て
、
実
際
に
探
し
当
て
て
い
く
こ
と
が
出
来
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
出
典
が

は
っ
き
り
し
ま
す
と
、
何
を
い
お
う
と
し
て
い
る
の
か
意
味
を
把
握
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
有
益
な
点
が
あ
る
と
い
う
の
は
そ
う
い
う

意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
一
ペ
ー
ジ
目
の
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
後
も
、
大
学
院
で
も
マ
ス
タ
ー
の
時
は
、
ま
だ
『
大

品
般
若
経
』
を
勉
強
し
て
お
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
挙
げ
て
お
り
ま
す
「
方
便
」
と
か
「
廻
向
」
と
か
「
空
」
と
か
、
極
め
て
大
乗
仏
教

と
し
て
は
よ
く
知
ら
れ
た
、
そ
う
い
う
内
容
や
事
柄
に
つ
き
ま
し
て
、
勉
強
し
、
浄
土
宗
の
、
当
時
は
教
学
大
会
と
言
っ
て
お
り
ま
し

た
が
、
ま
た
印
度
学
仏
教
学
会
で
も
発
表
さ
せ
て
頂
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
、
後
期
中
観
の
テ
キ
ス
ト
で
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の

『
マ
デ
ィ
ヤ
マ
カ
・
ア
ー
ロ
ー
カ　

M
adhyam

akāloka
』（M

Ā

）
と
い
う
『
中
観
の
光
（
光
明
）』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
書
物
に
も

『
般
若
経
』
が
た
く
さ
ん
引
用
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
特
に
『
大
品
般
若
経
』
か
ら
一
四
く
ら
い
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
も

全
て
『
大
品
般
若
経
』
か
ら
の
引
用
全
て
特
定
す
る
こ
と
が
出
来
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
他
に
も
こ
のM

Ā

に
は
『
金
剛
般
若

経
』
も
引
か
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
特
に
『
二
万
五
千
頌
般
若
経
』
に
依
っ
て
い
ま
す
。『
八
千
頌
般
若
経
』
と
い
っ
た
『
小

品
』
系
に
つ
い
て
は
一
度
も
引
用
が
あ
り
ま
せ
ん
。
後
期
中
観
の
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
（Kam

ala
īla

）
の
テ
キ
ス
ト
に
『
般
若
経
』
が

引
か
れ
る
の
は
、
空
の
思
想
、
無
自
性
の
こ
と
を
論
じ
る
上
に
お
い
て
決
め
手
と
す
る
た
め
に
、
経
典
を
持
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
学

二
三

仏
教
学
を
学
ん
で



派
間
に
よ
る
論
争
と
い
う
性
格
を
持
っ
た
テ
キ
ス
ト
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
系
の
学
派
や
唯
識
派
、
と
い
っ
た
学
派
と
の

哲
学
上
の
論
争
を
展
開
し
、
中
観
の
真
理
を
表
す
際
、『
般
若
経
』
に
よ
り
裏
付
け
て
い
る
事
が
知
ら
れ
ま
す
。『
般
若
経
』
の
引
用
が

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
、
唯
識
の
テ
キ
ス
ト
に
も
『
般
若
経
』
は
よ
く
引
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
も
ま
た

『
般
若
経
』
の
名
前
は
表
わ
さ
な
く
と
も
、『
二
万
五
千
頌
〔
般
若
経
〕』
系
、『
大
品
般
若
経
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
が
最
近
、

知
ら
れ
ま
し
て
、
ま
た
、
何
か
の
形
で
書
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
特
に
大
乗
仏
教
の
「
無
住
処
涅
槃
」、
或
い
は
「
無

分
別
」、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
の
典
拠
と
し
て
、
無
着
（
四
世
紀
）
が
引
用
し
て
い
る
も
の
で
す
。
ま
た
、『
般
若
経
』
は
菩
薩
の
衆
生
救

済
と
い
う
点
に
お
い
て
浄
土
教
と
の
関
連
が
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
菩
薩
の
誓
願
、
菩
薩
思
想
が
展
開
さ
れ
る
の
が
『
般
若

経
』
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
こ
に
は
『
無
量
寿
経
』
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
本
願
、
法
蔵
菩
薩
の
誓
願
、
そ
う
い
う
こ
と
と
同
じ
意
味

内
容
が
『
般
若
経
』
の
中
に
も
多
く
出
て
ま
い
り
ま
す
。『
般
若
経
』
と
言
え
ば
「
空
」
を
説
く
経
典
で
、
衆
生
の
救
い
な
ど
と
い
う

こ
と
は
説
か
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
際
は
衆
生
救
済
と
い
う
こ
と
が
『
般
若

経
』
の
狙
い
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
「
空
」
の
思
想
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
衆
生
を
一
切
差

別
し
な
い
で
、
地
獄
に
堕
ち
た
者
も
、
餓
鬼
道
に
堕
ち
た
者
も
、
畜
生
道
に
堕
ち
た
者
も
、
全
て
が
救
済
さ
れ
る
、
そ
う
い
う
仏
国
土

を
建
設
し
よ
う
と
い
う
の
が
『
般
若
経
』
に
お
け
る
菩
薩
の
誓
願
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
（
仏
国
土
）
に
は
三
悪
趣
の
、
地
獄
、
餓
鬼
、

畜
生
の
名
前
す
ら
な
い
、
こ
れ
は
『
無
量
寿
経
』
の
四
十
八
願
の
最
初
の
と
こ
ろ
に
出
て
ま
い
り
ま
す
、
三
悪
趣
の
名
前
す
ら
無
い
、

と
い
う
こ
と
と
全
く
同
じ
こ
と
を
『
大
品
般
若
経
』
は
説
い
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
『
大
品
般
若
経
』
に
は
、
短
命
な

人
も
命
を
全
う
出
来
る
、
長
寿
を
保
ち
得
る
、
す
で
に
亡
く
な
っ
た
人
の
こ
と
も
、
深
く
深
く
考
え
て
、
そ
の
方
々
の
救
い
も
考
え
て

い
る
。〔
こ
の
こ
と
を
〕
私
は
大
変
素
晴
ら
し
い
思
想
だ
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
我
々
の
生
き
て
い
る
世
の
中
と
申
し
ま
す
の

は
、
元
気
な
者
、
生
き
て
い
る
者
を
中
心
に
考
え
ら
れ
た
世
界
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
亡
く
な
っ
た
人
の
こ
と
は
、
当
初
は
思
っ
て
い
て
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も
、
し
ば
ら
く
経
つ
と
忘
れ
去
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
面
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。『
般
若
経
』
の
菩
薩
は
、
決
し
て
亡
く

な
っ
た
人
々
の
こ
と
も
見
捨
て
た
り
、
忘
れ
た
り
せ
ず
、
は
や
く
に
し
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
方
々
、
幼
く
し
て
亡
っ
た
、
こ
の
世

界
の
光
を
見
る
こ
と
も
な
か
っ
た
子
供
達
、
そ
の
子
供
達
も
、
学
校
へ
行
く
こ
と
が
で
き
、
勉
強
も
で
き
、
遠
足
に
も
行
く
こ
と
が
で

き
、
そ
し
て
ま
た
、
運
動
会
も
出
来
る
、
そ
う
い
う
こ
と
の
実
現
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
の
世
に
命
を
う
け
て
間
も
な
く
亡
く
な
っ
た

子
供
達
、
そ
う
い
う
子
供
達
の
命
を
考
察
し
て
い
る
。
ま
た
虐
待
さ
れ
た
子
供
達
の
こ
と
も
考
え
て
い
る
。
そ
の
子
達
が
喜
ん
で
生
き

れ
る
世
界
を
考
え
て
い
る
。
こ
う
い
う
思
想
は
世
界
で
も
他
に
類
例
を
見
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
考

え
及
ぶ
に
至
っ
た
深
さ
と
高
さ
と
を
思
い
ま
す
。
私
は
そ
の
点
に
お
い
て
、『
般
若
経
』
の
菩
薩
思
想
と
い
う
も
の
、
仏
国
土
建
設
の

思
想
と
は
、
浄
土
教
の
説
く
と
こ
ろ
と
何
ら
異
な
ら
な
い
、
軌
を
一
に
す
る
と
、
思
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
『
般

若
経
』
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
最
近
、
浄
土
教
と
の
関
係
、
相
通
じ
た
、
大
乗
仏
教
の
共
通
基
盤
と
し
て
の
菩
薩
の
誓
願
と
い
う

も
の
に
関
心
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
お
き
ま
し
て
も
、『
般
若
経
』
の
引
用
と
い
う
の
は
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

ツ
ォ
ン
カ
パ
（tsong-kha-pa

）
の
テ
キ
ス
ト
、『
了
義
・
未
了
義
〔
決
択
〕』
な
ど
で
も
『
般
若
経
』
の
引
用
が
あ
り
ま
す
。〔
経

典
〕
の
名
前
す
ら
挙
げ
て
い
な
い
の
で
、
し
ば
ら
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
だ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、『
般
若
経
』
で
は
な
い
か
と
探
し

当
て
，
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
〔
テ
キ
ス
ト
の
〕
中
に
も
『
般
若
経
』
の
引
用
が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
の
で
あ

り
ま
す
。

　

そ
し
て
、〔
参
考
資
料
の
〕
Ⅱ
イ
ン
ド
後
期
中
観
思
想
の
研
究
に
移
り
ま
す
。
大
学
院
の
ド
ク
タ
ー
く
ら
い
か
ら
こ
の
分
野
を
や
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。『
般
若
経
』
に
対
す
る
興
味
が
決
し
て
薄
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
後
期
中
観
と
い
う
中
観
思
想
、
経

典
研
究
か
ら
今
度
は
『
論
』
の
ほ
う
に
も
興
味
が
出
で
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
梶
山
雄
一
先
生
が
、
当
時
京
都
大
学
の
教
授
で
あ
ら

れ
ま
し
た
が
、
佛
教
大
学
に
非
常
勤
講
師
と
し
て
出
講
頂
い
て
お
り
ま
し
た
。
私
は
そ
の
時
大
学
院
生
で
あ
り
ま
し
た
が
、
今
〔
佛
教
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大
学
の
〕
先
生
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
方
々
と
も
一
緒
に
、
梶
山
先
生
の
講
義
を
受
け
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
梶
山
先
生
に
は
た
く
さ
ん

の
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
頂
き
、
た
く
さ
ん
教
わ
り
ま
し
て
、
き
り
が
な
い
く
ら
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
後
、
梶
山
先

生
は
佛
教
大
学
の
専
任
教
授
と
し
て
講
義
頂
き
ま
し
た
の
で
、
七
年
ほ
ど
専
任
と
し
て
お
い
で
頂
き
ま
し
て
、
そ
し
て
非
常
勤
講
師
を

確
か
一
三
年
と
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
少
な
く
と
も
二
〇
年
程
、
直
接
教
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
う
い
う
学

恩
は
尽
き
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
梶
山
先
生
は
、
こ
ち
ら
が
勉
強
し
た
こ
と
を
真
剣
に
話
し
ま
す
と
、
先
生
は
よ
く
聞
い
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
色
々
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
」
な
ど
と
言
っ
て
く
だ
さ
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
先
生
の
お
言
葉
に
よ

り
力
付
け
ら
れ
、
ま
た
勉
強
さ
せ
て
頂
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
し
た
。
ち
ょ
っ
と
話
は
飛
び
ま
す
が
、
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
の
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
の
バ
ー
ク
レ
ー
で
二
年
の
研
修
後
、
梶
山
先
生
と
こ
ち
ら
（
日
本
）
で
お
会
い
し
、
そ
の
時
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ

学
会
と
い
う
仏
教
論
理
学
を
中
心
と
し
た
学
会
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ウ
ィ
ー
ン
で
開
か
れ
る
事
を
聞
き
ま
し
た
。
も
と
も
と
は
京
都
大

学
と
ウ
ィ
ー
ン
大
学
と
の
二
校
間
で
最
初
は
始
ま
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
先
生
が
発
表
で
ウ
ィ
ー
ン
に
行
か
れ
る
と
の

こ
と
で
、
私
も
「
連
れ
て
行
っ
て
頂
け
ま
せ
ん
か
」
と
お
願
い
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
先
生
か
ら
は
「
あ
な
た
も
発
表
し
な
さ
い
」
と
い

っ
て
頂
き
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
思
っ
て
も
い
な
い
こ
と
で
最
初
、
戸
惑
っ
た
の
で
す
が
、
若
気
の
至
り
で
原
稿
を
ま
と
め
発
表
さ
せ

て
頂
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
国
際
学
会
で
の
初
め
て
の
発
表
で
し
た
。
ま
た
梶
山
先
生
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
の
テ
キ
ス
ト
も
で
す
が
、
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
テ
キ
ス
ト
を
中
心
に
、
中
観
、
唯
識
、
論
理
学
の
演
習
で
教
わ
り
ま
し
た
。
御
牧
先
生
に
は
チ
ベ
ッ
ト
語
、
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
テ
キ
ス
ト
を
中
心
に
し
た
京
都
大
学
で
の
演
習
に
加
え
て
い
た
だ
き
教
わ
り
ま
し
た
。
御
牧
先
生
に
「
演
習
に
参
加

さ
せ
て
頂
け
ま
せ
ん
か
」
と
お
願
い
し
ま
し
た
ら
、「
歓
迎
し
ま
す
」
と
言
っ
て
頂
い
て
、
何
年
に
も
わ
た
っ
て
読
み
、
読
解
す
る
訓

練
を
し
て
頂
き
ま
し
て
、
そ
の
御
陰
で
少
し
は
読
ん
だ
り
、
見
た
り
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ

に
後
期
中
観
の
テ
キ
ス
ト
の
研
究
会
に
も
参
加
さ
せ
て
頂
き
、
ち
ょ
う
ど
御
牧
先
生
が
お
ら
れ
ま
し
た
人
文
科
学
研
究
所
、
東
一
条
に
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京
都
大
学
の
研
究
所
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
こ
に
御
牧
先
生
は
当
時
助
教
授
で
お
ら
れ
ま
し
て
、（
現
在
は
、
日
本
学
士
院
の
会
員
で

あ
ら
れ
ま
す
が
）
そ
の
時
、
研
究
会
を
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
以
前
信
州
大
学
に
お
ら
れ
ま
し
た
、
当
時
は
京
大
院
生
で
あ
ら
れ
た

茂
木
さ
ん
に
声
を
か
け
て
頂
き
ま
し
て
、
そ
れ
で
ま
た
御
牧
先
生
に
お
願
い
に
行
き
ま
し
た
ら
、
先
生
は
「
難
し
い
ぞ
」
と
た
だ
一
言

仰
っ
て
、
そ
れ
で
受
け
入
れ
て
頂
い
て
、
当
時
、
よ
く
わ
か
ら
ず
、
知
識
が
一
番
無
い
の
は
私
で
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い

う
私
で
も
受
け
入
れ
て
頂
い
て
、
研
究
会
に
参
加
さ
せ
て
頂
い
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
四
年
続
い
た
の
で
す
が
、
最
初
の
二
年
は
人
文

科
学
研
究
所
で
、
そ
の
後
、
御
牧
先
生
が
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
に
研
究
に
出
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
先
生
が
日
本
に
お
い
で
に
な
ら
な
い
時

に
も
、
研
究
会
の
場
所
は
必
要
で
す
の
で
、
専
修
科
の
浄
山
道
場
で
当
時
私
は
非
常
勤
講
師
兼
指
導
員
で
お
り
ま
し
た
の
で
、
一
部
屋

与
え
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
こ
で
一
郷
先
生
や
佐
々
木
先
生
や
茂
木
さ
ん
と
一
緒
に
集
ま
り
ま
し
て
、
更
に
二
年
間
研
究
会
が
続
い

た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
研
究
会
で
は
『
中
観
光
明
論
』、
こ
れ
は
随
分
長
い
テ
キ
ス
ト
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
四
年
で
も
結
局
三
分
の

一
ほ
ど
読
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
の
部
分
に
は
後
期
中
観
思
想
の
更
に
特
徴
的
な
内
容
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
研
究

会
が
そ
の
時
点
で
は
無
く
な
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
自
分
で
読
む
し
か
な
い
わ
け
で
す
が
、
コ
ツ
コ
ツ
と
で
も
少
し
は
読
め
る
よ
う

に
し
て
頂
け
た
、
こ
れ
も
ま
た
研
究
会
の
お
か
げ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
イ
ン
ド
後
期
中
観
思
想
の
研
究
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

そ
こ
に
『
二
万
五
千
頌
般
若
経
』
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
は
先
程
申
し
上
げ
た
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
分
野
に
お
き
ま
し
て
は
、
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
テ
キ
ス
ト
で
残
っ
て
い
る
も
の
が
極
め
て
少
の
う
ご
ざ
い
ま
し
て
、『
タ
ッ
ト
ヴ
ァ
・
サ
ン
グ
ラ
ハ　

Tattvasam

・

graha

』
と
い
う
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
（āntaraks

・ita

）
の
テ
キ
ス
ト
、
そ
し
て
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
註
釈
、
そ
れ
は
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
で
残
っ
て
お
り
ま
す
し
、
ハ
リ
バ
ド
ラ
（H

aribhadra

）
と
い
う
人
の
『
八
千
頌
般
若
経
』
の
註
釈
（『
現
観
荘
厳
光
明　

A
bhisam

ayālam

・kārālokā Prajñāpāram
itāvyākhyā

』）
も
〔
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
〕
残
っ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ

し
て
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
『
バ
ー
ヴ
ァ
ナ
ー
ク
ラ
マ　

Bhāvanākram
a

』（『
修
習
次
第
』）
こ
れ
ぐ
ら
い
で
し
て
、
他
は
チ
ベ
ッ
ト
語
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訳
で
し
か
残
っ
て
い
な
い
も
の
で
す
か
ら
、『
マ
ド
ュ
ヤ
マ
カ
・
ア
ー
ロ
ー
カ
』
も
チ
ベ
ッ
ト
語
で
し
か
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、

後
期
中
観
の
テ
キ
ス
ト
と
い
う
と
多
く
は
チ
ベ
ッ
ト
語
で
読
む
し
か
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
が
あ
る
『
タ
ッ
ト
ヴ

ァ
・
サ
ン
グ
ラ
ハ
』
は
伝
統
的
に
よ
く
研
究
が
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
出
て
く
る
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の

思
想
と
、
そ
れ
ぞ
れ
究
極
の
中
観
思
想
を
著
わ
し
、
ま
た
大
成
期
に
著
わ
さ
れ
た
と
思
え
ま
す
、
そ
の
他
の
チ
ベ
ッ
ト
語
で
残
っ
て
い

る
も
の
と
で
は
思
想
の
傾
向
が
違
い
ま
す
。
違
う
と
言
っ
て
も
、
見
地
が
違
う
の
で
あ
り
ま
す
。『
タ
ッ
ト
ヴ
ァ
・
サ
ン
グ
ラ
ハ
』
の

ほ
う
は
寧
ろ
、
仏
教
論
理
学
派
の
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
（D
harm

akīrti

）
の
プ
ラ
マ
ー
ナ
（pram

ān

・a

）
と
い
う
知
識
論
に
則
り
ま

し
て
、
仏
教
内
外
の
諸
思
想
を
批
判
的
に
吟
味
し
て
い
く
性
格
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、『
タ
ッ
ト
ヴ
ァ
・
サ
ン
グ
ラ
ハ
』
か
ら

受
け
る
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
思
想
の
中
心
は
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
〔
の
知
識
論
〕
に
非
常
に
則
っ
て
お
り
ま

す
の
で
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
ま
ま
で
は
な
い
か
、
と
い
う
印
象
を
も
つ
わ
け
で
す
が
、
と
こ
ろ
が
中
観
思
想
そ
の
も
の
を
展
開
す

る
、『
中
観
光
明
論
』
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
す
な
わ
ち
チ
ベ
ッ
ト
語
で
し
か
残
っ
て
い
な
い
も
の
に
な
り
ま
す
と
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ

さ
え
も
批
判
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
、
ハ
リ
バ
ド
ラ
の
思
想
研

究
は
、
従
来
は
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
と
い
う
偉
大
学
者
を
批
判
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
把
握
の
仕
方
が
多
か
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
が
、
し
か
し
、
チ
ベ
ッ
ト
語
の
も
の
と
い
う
の
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
も
の
に
比
べ
ま
し
て
、
当
時
読
ま
れ
て
る
こ
と
が
比

較
的
少
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
内
容
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
研
究
の
狙
い
と
し
て
き
ま
し
た
。

つ
ま
り
後
期
中
観
派
の
学
系
の
伝
統
を
究
明
す
る
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
、
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
、
カ
マ
ラ

シ
ー
ラ
、
ハ
リ
バ
ド
ラ
の
四
論
師
に
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
師
資
相
承
が
あ
り
、
統
一
し
た
彼
ら
の
思
想
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
を
師
資
相
承
、
先
生
か
ら
弟
子
へ
の
伝
承
が
こ
の
四
論
師
に
つ
い
て
は
明
確
に
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
を
後
期
中
観
の

伝
統
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
彼
ら
は
七
〇
〇
年
代
か
ら
八
〇
〇
年
代
頃
に
か
け
て
の
論
師
で
す
。
こ
の
後
期
中
観
思
想
の
形
成
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に
重
大
な
影
響
を
与
え
た
の
が
、
仏
教
論
理
学
・
認
識
論
の
大
成
者
で
あ
り
ま
す
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
と
い
う
こ
と
で
す
。
彼
は
龍
樹

や
世
親
と
並
ん
で
、
仏
教
史
上
極
め
て
偉
大
な
論
師
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
後
期
中
観
派
の
諸
論
師
は
仏
教
以
外
の
広
く
イ
ン
ド
哲
学

と
呼
ば
れ
る
分
野
か
ら
龍
樹
の
「
空
」、
世
親
の
「
唯
識
」、『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
思
想
、
そ
し
て
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ

ィ
の
思
想
を
取
り
上
げ
、
論
議
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
後
期
中
観
派
は
、
こ
の
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
プ
ラ
マ
ー
ナ
論
、
す
な
わ
ち
直

接
知
覚
と
い
う
目
の
当
た
り
に
見
た
確
か
な
知
識
、
確
か
な
根
拠
に
基
づ
い
て
結
論
を
導
く
推
理
も
確
か
な
知
識
で
あ
り
ま
す
の
で
、

直
接
知
覚
と
推
理
、
こ
の
二
つ
を
合
わ
せ
て
プ
ラ
マ
ー
ナ
、
確
か
な
知
識
根
拠
と
言
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
を

尺
度
と
し
て
龍
樹
以
来
伝
統
的
な
中
観
の
無
自
性
と
二
諦
説
と
の
再
構
築
を
目
指
し
た
学
派
な
の
で
す
。
最
高
の
真
実
（
勝
義
）
と
、

合
理
的
な
日
常
的
知
識
、
そ
う
い
う
も
の
が
世
俗
で
、
こ
れ
が
二
諦
説
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
無
自
性
と
二
諦
説
、
こ
こ
に
は
も
ち
ろ

ん
「
縁
起
」
が
入
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
プ
ラ
マ
ー
ナ
論
に
乗
っ
か
っ
て
論
じ
て
い
く
の
が
後
期
中
観
派
の
論
師

た
ち
な
の
で
す
。
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
を
活
用
し
て
い
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
仏
教
論
理
学
派
の
一
派
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
活
用
も
し
な
が
ら
時
に
は
逆
用
も
し
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
理
論
を
逆
手
に
取
っ
て
批
判
を
展
開
し
て
い
く
、
と
い

う
こ
と
を
行
う
の
で
す
。
な
ぜ
批
判
を
行
う
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
中
観
の
思
想
が
究
極
で
あ
り
ま
す
の
で
、
プ
ラ
マ
ー
ナ
論
だ
け
に

乗
っ
か
っ
て
お
り
ま
す
と
、
そ
れ
は
基
本
的
に
有
自
性
論
、
自
性
有
り
と
い
う
考
え
方
で
す
の
で
、
中
観
の
無
自
性
に
は
そ
の
ま
ま
で

は
相
容
れ
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
批
判
も
行
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
プ
ラ
ー
マ
論
を
世
俗
の
真
理
に
位

置
付
け
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
主
に
は
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
理
論
の
活
用
と
逆
用
、
批
判
か
ら
成
る
の
が
後
期
中
観
の
思
想
の

組
み
立
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。
批
判
的
検
証
を
滞
る
と
固
定
観
念
と
な
り
自
性
論
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
絶
え
ざ
る
真
理
の
究
明

を
目
指
す
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
中
観
思
想
と
い
う
と
修
道
論
と
い
う
の
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
空
と
か
無

自
性
と
か
、
そ
れ
は
縁
起
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
縁
起
故
に
無
自
性
な
の
で
す
が
、
無
自
性
や
空
を
説
く
中
観
派
に
と
っ
て
修
道
論
、
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修
行
の
体
系
と
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
確
か
な
も
の
と
し
て
修
道
論
は
確
立
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
特

に
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
『
修
習
次
第
』、（
バ
ー
ヴ
ァ
ナ
ー
ク
ラ
マ
）
と
い
う
テ
キ
ス
ト
に
は
、
修
行
の
階
梯
、
段
階
的
に
悟
り
へ
と
近
づ

い
て
い
く
「
道
」
が
確
立
さ
れ
て
い
ま
す
。「
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
唯
識
思
想
と
修
道
論
」
と
い
う
論
文
で
述
べ
た
の
で
す
が
、
中
観
の

修
道
論
と
い
う
の
は
唯
識
派
の
も
の
を
導
入
し
て
お
り
ま
し
て
、『
大
乗
荘
厳
経
論
』
と
い
う
論
書
の
中
に
修
道
体
系
が
出
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
『
修
習
次
第
』
に
引
用
し
、
或
い
は
無
着
の
『
摂
大
乗
論
』
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
修
行
が
進
展
す
る
に
つ
れ
て
よ
り
明

瞭
な
智
慧
の
光
が
顕
れ
て
く
る
。
そ
う
い
う
修
道
論
、
修
行
体
系
と
い
う
の
は
、
煖
、
頂
、
忍
、
世
第
一
法
位
、
さ
ら
に
見
道
初
地
、

そ
し
て
菩
薩
の
十
地
の
段
階
に
当
て
は
め
、
も
と
は
『
倶
舎
論
』
の
加
行
道
、
見
道
、
修
道
、
無
学
道
、
そ
う
い
う
も
の
に
当
て
は
め

て
修
道
体
系
が
構
築
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
瞑
想
し
、
智
慧
を
深
め
て
い
く
も
の
で
、
最
初
は
外
教
が
提
唱
す
る
ア
ー
ト
マ

ン
、「
我
」
と
い
う
も
の
を
克
服
し
て
い
く
、
そ
の
た
め
に
は
仏
教
の
五
蘊
無
我
と
い
う
こ
と
を
考
察
、
修
習
す
る
。
更
に
五
蘊
無
我

は
外
界
の
非
実
在
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
克
服
さ
れ
、
唯
識
の
思
想
の
正
当
性
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
更
に
は
唯
識
思
想
の
基
盤

と
す
る
と
こ
ろ
の
依
他
起
性
な
ど
の
三
性
説
、
空
の
考
え
方
を
批
判
的
に
吟
味
し
、
最
終
的
に
一
切
法
の
余
す
所
な
き
空
、
一
切
法
の

無
自
性
と
い
う
も
の
を
展
開
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
段
階
的
に
智
慧
の
高
ま
り
を
追
究
す
る
も
の
で
す
。
よ
り
高
度
な
哲
学
の

追
究
を
修
道
体
系
の
上
に
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
で
は
「
ラ
ム
リ
ム
」
と
言
い
ま
す
が
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
（Atia

）

の
『
菩
提
道
灯
論
』
な
ど
に
も
影
響
を
与
え
た
に
違
い
な
く
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
思
想
は
ア
テ
ィ
シ
ャ
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
離

一
多
性
な
ど
無
自
性
の
証
明
の
仕
方
に
つ
い
て
も
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
方
法
論
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に

も
直
接
的
な
影
響
を
与
え
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
な
ど
に
も
、
も
ち
ろ
ん
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
こ
の
段
階
的
な
も
の
の
考
え
方
と
申
し
ま

す
の
は
、
二
諦
説
で
申
し
ま
す
と
、
世
俗
、
我
々
の
常
識
的
世
界
に
お
き
ま
し
て
も
判
断
の
誤
り
な
ど
間
違
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま

す
の
で
、
こ
れ
が
邪
世
俗
で
あ
る
に
対
し
、
日
常
的
知
識
に
お
き
ま
し
て
正
し
い
合
理
的
判
断
に
基
づ
く
知
識
、
そ
う
い
う
の
を
実
世
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俗
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
仏
教
の
本
当
の
悟
り
の
智
慧
と
い
う
の
は
、
日
常
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

の
で
、
勝
義
の
智
慧
と
言
い
ま
す
。
こ
の
段
階
的
に
、
よ
り
高
度
な
智
慧
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
は
修
道
体
系
と
一
致
し
て
お
り
ま
す
。

で
は
、
正
邪
の
基
準
は
何
か
。
こ
の
こ
と
を
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
プ
ラ
マ
ー
ナ
論
に
よ
り
構
築
し
た
の
が
、
後
期
中
観
派
の
ジ
ュ
ニ

ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
で
あ
り
ま
す
。
彼
に
は
『
二
諦
分
別
論
』（Satyadvayavibhan

・ga

）
と
い
う
テ
キ
ス
ト
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
を
、

勉
強
い
た
し
ま
し
て
後
期
中
観
の
思
想
体
系
の
構
造
的
に
重
要
な
部
分
は
全
て
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
が
論
じ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
先
に
申
し
ま
し
た
直
接
知
覚
と
推
理
と
の
プ
ラ
ー
マ
に
よ
る
二
諦
説
の
設
定
、
実
世
俗
と
邪
世
俗
と
の
峻
別
の
基
準
を
設

け
、
世
俗
的
な
知
識
に
関
し
正
し
い
も
の
と
間
違
っ
た
も
の
と
を
峻
別
す
る
基
準
を
明
瞭
に
設
け
て
い
る
。
こ
れ
も
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ

ィ
の
『
プ
ラ
マ
ー
ナ
・
ヴ
ァ
ー
ル
テ
ィ
カ　

（Pram
ān

・avārttika

）』
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
で
『
サ
ト
ゥ

ヤ
・
ド
ゥ
ヴ
ァ
ヤ
』、（SD

K

）
の
八
偈
と
一
二
偈
に
実
世
俗
と
邪
世
俗
の
こ
と
が
二
度
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
内
容
と
も
う
し
ま
す

の
は
外
教
の
思
想
、
仏
教
以
外
の
思
想
で
は
諸
法
無
我
で
は
な
く
て
、
諸
法
「
有
」
我
で
す
の
で
、
そ
う
い
う
「
我
」
を
認
め
る
よ
う

な
考
え
方
、「
我
」
と
い
う
の
は
日
常
的
な
見
地
か
ら
言
っ
て
も
そ
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
、
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
永
遠
不
滅

の
実
体
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
日
常
の
立
場
か
ら
も
正
当
な
も
の
と
は
言
え
ず
、
観
念
の
産
物
、
分
別
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
、

邪
世
俗
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
し
て
実
世
俗
と
言
い
ま
す
の
は
、
正
し
い
基
準
に
基
づ
い
て
合
理
的
な
判
断
が
出
来
る
知
識
、

そ
れ
が
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
プ
ラ
マ
ー
ナ
論
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
直
接
見
た
も
の
、
見
間
違
っ
て
お
ら
ず
、
確
か
な
も
の
に
到
達
し

得
る
こ
と
、
そ
れ
が
実
世
俗
で
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
直
接
見
た
も
の
、
聞
い
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
正
し
い

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
中
観
思
想
、
無
自
性
、
勝
義
へ
と
い
う
方
向
に
進
む
必
要
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
直
接
知
覚
だ

け
で
は
な
く
、
推
理
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
正
邪
の
峻
別
の
基
準
に
し
て
い
る
の
が
一
二
偈
で
あ
り
ま
し
て
、SD

K

八
偈
の
方
は
直
接

知
覚
を
基
準
に
し
て
お
り
、
一
二
偈
の
方
は
推
理
を
基
準
と
し
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。「
推
理
を
基
準
と
し
て
い
る
」
な
ど
と
は
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書
い
て
い
な
い
の
で
す
が
、
出
て
く
る
喩
例
に
よ
り
ま
す
と
、
蜃
気
楼
と
水
、
我
々
は
遠
く
に
水
ら
し
き
も
の
を
見
て
、「
あ
れ
は
水

だ
」
と
い
う
判
断
を
す
る
場
合
、
そ
れ
が
本
当
に
水
か
ど
う
か
は
、
近
づ
い
て
か
ら
実
際
に
飲
め
る
か
ど
う
か
、
喉
の
渇
き
を
潤
す
こ

と
が
出
来
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
効
力
の
有
無
に
よ
っ
て
、
水
と
い
う
判
断
が
正
し
い
か
間
違
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
蜃
気
楼
を
水
だ
と
思
い
こ
む
と
、
実
際
は
水
は
無
い
わ
け
で
す
の
で
、
こ
れ
は
邪
世
俗
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
し
か
し
、
水
ら
し
い
も
の
を
見
て
、「
あ
れ
は
水
で
は
な
い
か
」
と
い
う
判
断
に
基
づ
い
て
近
づ
き
、
実
際
に
水
で
あ
る
と
知
ら

れ
、
そ
し
て
実
際
に
水
で
あ
れ
ば
飲
む
こ
と
が
出
来
、
喉
の
渇
き
を
潤
す
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
イ

ン
ド
の
テ
キ
ス
ト
に
出
て
く
る
喩
例
で
す
の
で
、
背
景
と
し
て
は
砂
漠
に
お
け
る
状
況
が
設
定
さ
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い

う
推
理
と
い
う
こ
と
に
お
き
ま
し
て
も
、
蜃
気
楼
を
実
際
の
水
だ
と
思
い
こ
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
こ
れ
は
間
違
っ
た
推
理
に
な
る
わ
け

で
す
。
し
か
し
、「
あ
れ
は
水
で
あ
る
か
否
か
」
と
、
砂
漠
の
地
形
に
慣
れ
た
熟
練
の
旅
人
（
ヨ
ー
ギ
ン
）
で
あ
れ
ば
、「
あ
そ
こ
に
見

え
る
の
は
蜃
気
楼
だ
」
あ
る
い
は
、「
実
際
の
水
だ
」
と
い
う
正
し
い
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
正
し

い
根
拠
（
智
慧
）
に
基
づ
い
た
推
理
知
、
そ
れ
も
実
世
俗
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
がSD

K

一
二
偈
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
八
偈
で

は
直
接
知
覚
を
、
一
二
偈
で
は
推
理
を
基
準
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
プ
ラ
マ
ー
ナ
論
を
基
準
と
し
て
、

実
世
俗
と
邪
世
俗
を
設
け
て
い
る
の
で
す
。
も
っ
と
も
、
勝
義
と
し
て
は
直
接
知
覚
も
論
難
し
て
い
く
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
プ
ラ

マ
ー
ナ
は
日
常
的
世
界
に
お
け
る
「
真
」
で
あ
り
ま
し
て
勝
義
と
し
て
は
完
全
に
整
合
性
を
持
つ
と
は
言
え
な
い
。
実
際
の
水
も
死
を

迎
え
る
時
に
は
喉
を
潤
す
効
力
を
も
つ
と
は
い
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。「
生
」
あ
る
も
の
が
、
死
の
世
界
に
入
っ
て
い
く
と
き
は
そ

う
い
う
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
推
理
に
関
し
ま
し
て
は
、
そ
れ
は
も
と
も
と
言
葉
に
よ
る
表
現
に
基
づ
く
も
の
で
す
か
ら
、
概
念
に

よ
る
事
柄
で
す
の
で
、
直
観
（
直
接
知
覚
）
に
次
ぐ
二
次
的
な
も
の
で
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
な
お
さ
ら
勝
義
で
は
な
い
わ
け
で
す
。

推
理
は
特
に
因
果
関
係
の
問
題
に
な
る
の
で
す
が
、
因
果
関
係
と
は
原
因
と
結
果
の
関
係
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
正
し
い
世
俗
と
し
て
は
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因
果
関
係
も
認
め
る
の
で
す
が
、
究
極
的
に
は
理
論
的
に
構
築
さ
れ
た
因
果
関
係
も
全
く
矛
盾
の
無
い
も
の
と
は
言
え
な
い
と
い
う
点

か
ら
、
因
果
論
の
吟
味
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ア
ポ
ー
ハ
論
が
関
係
し
て
い
ま
す
。
ア
ポ
ー
ハ
論
と
い
う
の
は
詳
し
く
説
明
し

て
い
る
と
時
間
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
省
略
さ
せ
て
頂
き
ま
す
が
、『
ヘ
ー
ト
ゥ
・
ビ
ン
ド
ゥ　

H
etubindu

』
と
い
う
ダ

ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
テ
キ
ス
ト
に
因
果
論
が
展
開
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
感
官
知
、
眼
な
ど
に
よ
る
知
覚
、
壺
の
作
成
の
例
を
通
じ
、
そ

れ
は
精
密
に
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
因
果
関
係
、
そ
う
い
う
も
の
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ

の
『
サ
ト
ゥ
ヤ
・
ド
ゥ
ヴ
ァ
ヤ
』SD

K

一
四
偈
で
批
判
さ
れ
て
お
り
、
も
と
も
と
『
ヘ
ー
ト
ゥ
・
ビ
ン
ド
ゥ
』
か
ら
の
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
特
定
出
来
ま
す
の
で
、
後
期
中
観
派
と
い
う
の
は
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
を
も
批
判
す
る
学
派
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を

先
程
申
し
ま
し
た
ウ
ィ
ー
ン
で
の
は
じ
め
て
の
国
際
学
会
で
発
表
し
ま
し
た
。『
ヘ
ー
ト
ゥ
・
ビ
ン
ド
ゥ
』
の
エ
デ
ィ
タ
ー
で
あ
り
ま

す
シ
ュ
タ
イ
ン
ケ
ル
ナ
ー
先
生
が
ウ
ィ
ー
ン
大
学
に
お
ら
れ
ま
し
て
、
発
表
は
英
語
で
や
っ
た
の
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
で
の
二
年
間
の

英
語
力
く
ら
い
で
は
遠
く
及
び
ま
せ
ん
の
で
、
開
き
直
っ
た
つ
も
り
で
、
腹
を
決
め
て
や
っ
た
の
で
す
が
、
そ
う
す
る
と
、
シ
ュ
タ
イ

ン
ケ
ル
ナ
ー
先
生
が
だ
い
ぶ
長
い
コ
メ
ン
ト
を
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
し
か
し
私
は
発
表
す
る
だ
け
で
疲
れ
切
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
コ
メ

ン
ト
の
内
容
が
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
か
っ
た
、
思
い
返
せ
ば
そ
う
い
う
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。
話
は
逸
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
結

局
ア
ポ
ー
ハ
論
の
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
原
因
の
区
別
と
無
区
別
と
が
結
果
の
区
別
と
無
区
別
と
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
、

ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
多
数
の
原
因
（
眼
、
対
象
、
光
、
注
意
力
な
ど
）
か
ら
単
一
の
結
果
（
眼
識
）
が
起
こ
る
こ
と
を
論
じ
る
の
で

す
が
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
はSD

K

一
四
偈
と
そ
の
自
注
で
、
そ
の
場
合
の
多
数
の
原
因
（
区
別
）
と
単
一
な
結
果
（
無
区
別
）

と
の
整
合
性
が
な
い
こ
と
を
追
及
し
論
難
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
、
ハ
リ
バ
ド
ラ
へ
と
継

承
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
で
何
故
、
仏
教
論
理
学
や
認
識
論
が
後
期
中
観
派
に
よ
り
中
間
思
想
の
再
構
築
に
際
し
、
活
用
さ

れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
例
え
ば
「
諸
法
無
我
」
と
い
う
の
が
仏
教
の
正
当
説
で
す
が
、
ア
ー
ト
マ
ン
、「
我
」
と
い
う
も
の
は
存
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在
し
な
い
（
諸
法
無
我
）
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
し
て
証
明
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
存
在
す
れ

ば
、
認
識
で
き
る
も
の
に
関
し
て
、
そ
の
否
定
は
可
能
な
わ
け
で
し
て
、
と
こ
ろ
が
、「
我
」
と
い
う
も
の
を
仏
教
で
は
最
初
か
ら
認

め
て
い
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
認
め
て
い
な
い
も
の
を
論
理
学
の
主
題
と
し
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
否
定
が
決
定
出
来
な
い
と
な
る
と
、「
諸
法
無
我
」
と
い
う
こ
と
が
言
え
な
い
こ
と
に
な
る
、
そ
う
す
る
と
仏
教
に
と
っ
て

は
大
問
題
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ア
ー
ト
マ
ン
、
或
い
は
ア
ー
ト
マ
ン
に
類
す
る
よ
う
な
も
の
を
巡
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
起

こ
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
仏
教
は
そ
う
い
う
問
題
に
も
対
応
し
て
い
る
の
で
す
。
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
し
な
い
、
幽
霊
は
存
在
し
な
い
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
か
に
し
て
証
明
す
る
の
か
、
と
い
う
鋭
い
質
問
を
外
教
の
人
は
仏
教
徒
に
対
し
て
投
げ
か
け
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
分
別
知
、
我
々
の
観
念
と
し
て
は
、
そ
う
い
っ
た
ア
ー
ト
マ
ン
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
描
く
こ
と
が
出
来
る
、
イ
ン
ド
思

想
に
お
い
て
は
ア
ー
ト
マ
ン
と
言
え
ば
そ
れ
相
応
の
観
念
を
頭
に
浮
か
ば
せ
る
こ
と
が
出
来
る
、
そ
し
て
そ
の
観
念
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
手
段
に
な
る
わ
け
で
す
。
観
念
と
し
て
顕
れ
た
も
の
と
い
う
の
は
決
し
て
無
意
味
な
も
の
で
は
な
く
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
行
う
上
で
重
要
な
役
割
を
担
う
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
よ
う
な
も
の
は
我
々
は
頭
の
中
で
想
像
す
る

こ
と
し
か
出
来
な
い
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
論
理
学
上
の
主
題
に
す
る
、
そ
し
て
そ
の
主
題
に
対
し
て
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
を
考
察
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
こ
う
い
っ
た
学
派
間
で
見
解
を
異
に
す
る
事
柄
に
つ
い
て
究
明
す
る
た
め
に
論
理
学
や
認
識
論
が
採

用
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
っ
た
も
の
も
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
か
ら
来
て
お
り
ま
し
て
、
後
期
中
観
の
特
徴
を
示
す
も
の
と
し
て
論

証
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
先
程
申
し
ま
し
た
破
仏
後
の
チ
ベ
ッ
ト
に
再
び
仏
教
を
導
入
す
る
の
に
尽
力
し
た
ア
テ
ィ
シ
ャ
と
い
う
人
の

『
菩
提
道
灯
論
』
と
い
う
書
物
に
も
、
五
つ
の
内
の
四
つ
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
『
中
観
光
明
論
』
を
典
拠

と
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
は
最
初
、
東
京
大
学
の
江
島
惠
教
先
生
が
『
中
観
思
想
の
展
開
』
と
い
う
一
九
八
〇
年
に

出
版
さ
れ
た
本
の
中
で
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
で
初
め
て
知
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
当
時
私
は
こ
う
い
う
こ
と
の
知
識
が
な
く
関
連
し
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た
テ
キ
ス
ト
す
ら
も
ま
だ
入
手
し
て
い
な
い
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
『
マ
デ
ィ
ヤ
マ
カ
・
ア
ー
ロ
ー
カ
（
中
観
光
明
論
）』
な
ど
見
た
こ

と
も
な
い
と
い
う
具
合
で
し
て
、
一
九
八
〇
年
頃
は
と
に
か
く
そ
の
よ
う
な
状
況
で
し
た
。
そ
の
後
、
先
程
の
研
究
会
で
少
し
づ
つ
知

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
て
、
五
つ
の
論
証
法
に
つ
い
て
調
べ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
私
が
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
訳
を
出
し

た
も
の
は
、
そ
う
い
う
内
容
の
も
の
が
中
心
で
ご
ざ
い
ま
す
。
研
究
会
で
教
わ
っ
た
こ
と
を
基
に
し
て
、
そ
の
後
、
読
ん
で
い
っ
た
の

で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
バ
ー
ク
レ
ー
で
は
、
ハ
リ
バ
ド
ラ
が
著
し
た
『
八
千
頌
般
若
経
』
の
註
釈
書
（
大
註
）、
こ
れ
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
で
残
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
バ
ー
ク
レ
ー
で
は
読
ん
で
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
読
ん
だ
成
果
を
英
訳
に
し
て
出
そ
う
と
、
そ

の
仕
事
を
ア
メ
リ
カ
で
主
に
や
っ
て
お
り
ま
し
た
。
当
時
は
ま
だ
私
も
三
〇
代
前
半
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
な
り
に
活
力
も
あ

っ
て
そ
う
い
う
こ
と
も
出
来
た
の
で
す
が
、
年
齢
を
重
ね
た
今
と
な
っ
て
は
で
き
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
内
容
に
つ

い
て
は
長
く
勉
強
し
て
お
り
ま
す
と
、
や
は
り
分
析
す
る
力
は
つ
い
て
く
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
当
時
は
読
ん
だ
け
れ
ど
も
内
容
が

よ
く
わ
か
ら
な
い
、
そ
れ
で
は
無
論
読
ん
で
い
る
う
ち
に
入
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
多
々
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
の
五
つ
の
無
自
性
の
論
証
に
つ
い
て
も
、
結
局
本
質
的
な
と
こ
ろ
が
十
分
に
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
状
況
が
長
く
続
い
て
い
た
の
で

す
。
し
か
し
人
間
、
歳
を
重
ね
る
と
い
う
の
も
悪
く
な
い
と
言
い
ま
す
か
、
そ
れ
な
り
の
経
験
を
重
ね
て
い
き
ま
す
と
、
色
々
な
知
識

が
身
に
つ
い
て
ま
い
り
ま
す
。
段
々
と
「
こ
れ
は
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
を
扱
い
、
彼
を
批
判
し
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
は
っ

き
り
見
え
て
く
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
年
齢
を
重
ね
る
の
も
悪
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
五
つ
の

論
証
法
に
つ
き
、
も
っ
と
時
間
を
か
け
て
お
話
し
し
よ
う
か
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
時
間
の
都
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
少
し
だ
け
で
も

紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
一
番
目
は
、
龍
樹
の
『
中
論
』
に
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、
自
、
他
、
自
他
の
二
、
無
因
、
こ
の
四
つ
の
原
因

か
ら
も
の
は
生
起
し
な
い
、
と
い
う
内
容
の
も
の
で
す
。
こ
れ
は
『
中
論
』
か
ら
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

そ
れ
が
五
つ
の
論
証
方
法
の
タ
イ
プ
一
と
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。「
自
か
ら
の
生
起
の
否
定
」
と
は
自
ら
が
原
因
と
な
っ
て
自
ら
を
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生
起
せ
し
め
る
、
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、「
自
か
ら
の
生
起
」
と
は
縁
起
を
説
く
仏
教
の
学
説
と
は
相
容
れ
な

い
の
で
す
。
そ
し
て
「
他
か
ら
の
生
起
の
否
定
」
で
す
が
、
龍
樹
は
「
原
因
と
結
果
は
同
一
な
の
か
、
別
異
な
の
か
」
と
い
う
問
い
を

設
け
て
、
同
一
で
あ
れ
ば
原
因
と
結
果
の
区
別
が
無
く
な
り
、
別
異
で
あ
れ
ば
因
果
の
関
係
が
成
立
し
な
い
、
と
い
う
具
合
に
最
終
的

に
は
同
一
で
も
別
異
で
も
な
い
と
『
中
論
』
で
は
そ
う
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
後
期
中
観
派
は
世
俗
（
常
識
的
見
地
）

と
し
て
「
他
か
ら
の
生
起
」
を
認
め
て
い
ま
す
。
勝
義
的
な
吟
味
を
施
す
「
他
か
ら
の
生
起
の
否
定
」
の
箇
所
で
は
刹
那
滅
批
判
と
い

う
も
の
が
見
ら
れ
ま
し
て
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
刹
那
滅
論
に
対
す
る
批
判
で
ご
ざ
い
ま
す
。
刹
那
滅
と
は
「
無
常
」
と
同
様
な
も

の
と
考
え
て
頂
け
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、
刹
那
滅
論
に
お
け
る
因
果
関
係
と
は
、
一
瞬
前
の
も
の
が
原
因
と
な
っ
て
、
そ
の
一
瞬
後
の

も
の
が
結
果
と
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
瞬
間
瞬
間
で
因
果
関
係
を
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
日
常
的
に
は
、
あ
る
程
度

の
時
間
の
幅
を
想
定
し
て
原
因
と
結
果
を
考
え
ま
す
。
種
か
ら
芽
が
出
る
、
と
い
う
と
や
は
り
い
く
ら
か
の
時
間
を
要
す
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
大
ま
か
な
変
化
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し
ょ
う
が
、
し
か
し
実
際
は
、
種
と
い
う
も
の
も
外
見
上
は
何
ら
変
化
が
見
ら
れ
な
く

て
も
、
瞬
間
瞬
間
に
、
原
因
と
な
り
結
果
と
な
り
な
が
ら
、
変
化
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
瞬
間
ご
と
の
因
果
関
係
が
刹
那
滅
論

に
お
い
て
は
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
厳
密
に
言
え
ば
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
春
先
に
種
を
蒔
い
て
、
秋

に
実
り
を
収
穫
す
る
と
い
っ
た
時
間
的
に
幅
の
あ
る
因
果
関
係
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
厳
密
に
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
瞬
間
ご
と
の
因

果
関
係
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
瞬
間
と
瞬
間
、
第
一
の
瞬
間
と
第
二
の
瞬
間
と
で
因
果
関
係
を
考
え
て
い
く
、
そ

う
す
る
と
第
一
の
瞬
間
と
第
二
の
瞬
間
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
論
議
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
刹
那
と
刹
那
、
即

ち
瞬
間
と
瞬
間
の
間
に
時
間
的
な
「
空
き
」
が
あ
る
の
か
、
空
き
が
あ
れ
ば
瞬
間
と
瞬
間
に
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

そ
れ
で
は
、
別
の
瞬
間
が
介
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
逆
に
空
き
が
無
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
そ
れ
は
つ
ま
り
瞬
間
と
瞬

間
が
接
触
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
接
触
し
て
い
る
な
ら
ば
、
一
部
分
で
接
触
し
て
い
る
の
か
、
一
部
分
で
な
ら
ば
時
間
の
最
小
単
位
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で
あ
る
刹
那
が
部
分
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
時
間
の
最
小
単
位
、
刹
那
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
一
部
分
で

の
接
触
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
全
体
で
重
な
っ
て
接
触
す
る
の
か
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
一
瞬
も
十
年
や
百
年
も
同
じ
の
長
さ
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
も
矛
盾
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
刹
那
と
刹
那
の
接
触
の
関
係
を
問
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
う
い
う
こ
と
は
世
親
の
原
子
（
極
微
）
批
判
か
ら
範
を
得
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
刹
那
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
追
及
さ
れ
る

わ
け
で
す
。
す
な
わ
ち
「
時
間
」
と
「
空
間
」
と
を
最
小
単
位
と
い
う
同
一
の
基
準
に
よ
り
考
察
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
基
本
的
に
原

因
と
結
果
は
時
間
を
異
に
し
ま
す
の
で
、
原
因
が
存
在
す
る
時
は
結
果
は
ま
だ
存
在
せ
ず
、
結
果
が
生
起
す
る
そ
の
時
は
原
因
は
存
在

し
な
い
は
ず
で
す
。
結
果
が
生
起
し
た
時
に
も
原
因
が
存
在
す
れ
ば
刹
那
滅
論
が
崩
れ
て
常
住
論
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
原
因

と
結
果
が
同
時
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
す
。
結
果
は
原
因
が
存
在
す
る
瞬
間
は
無
で
あ
り
、
原
因
が
滅
し
た

第
二
刹
那
に
有
と
な
る
、
そ
う
す
る
と
結
果
は
無
か
ら
有
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
無
か
ら
有
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
は
中
観

派
で
な
く
て
も
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
刹
那
滅
論
者
は
有
自
性
論
に
立
脚
し
て
い
ま
す
の
で
、
自
性
と
い
う
変
わ
ら
な
い
実
体
を
認
め
る

の
で
あ
れ
ば
、
変
化
は
起
こ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
と
刹
那
滅
論
は
批
判
さ
れ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
刹
那
滅
論
批
判
に
も
二
つ
の
方
法
が

あ
り
ま
し
て
、
刹
那
と
刹
那
の
結
合
の
仕
方
を
問
う
方
法
、
そ
し
て
、
無
か
ら
有
へ
の
変
化
と
い
う
も
の
は
自
性
論
と
は
相
容
れ
な
い

と
い
っ
て
論
難
す
る
方
法
で
す
。
そ
れ
自
身
の
変
わ
ら
な
い
固
有
の
性
質
、
自
性
を
想
定
し
た
上
で
の
縁
起
論
を
多
く
の
仏
教
学
派
が

述
べ
る
の
で
す
が
、
中
観
派
は
無
自
性
論
に
立
っ
た
縁
起
論
を
展
開
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
有
自
性
で
あ
れ
ば
他
の
も
の
と
の
関
係
を

持
ち
得
な
い
の
で
あ
り
、
諸
々
の
原
因
が
共
働
し
て
作
用
す
る
と
い
う
こ
と
も
起
こ
り
得
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の

に
「
自
性
」
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
て
お
り
、
別
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
れ

な
ら
ば
な
ぜ
、「
自
性
」
を
も
つ
も
の
が
因
や
縁
と
し
て
結
果
を
設
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
、
他
の
も
の
と
の
関
係
を
持
ち
得
る
の

か
、
と
い
う
点
が
追
求
さ
れ
る
の
で
す
。
縁
起
で
あ
る
こ
と
と
自
性
と
は
矛
盾
す
る
、
と
い
う
の
が
中
観
の
見
地
で
す
。
中
観
思
想
で
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は
無
自
性
だ
か
ら
こ
そ
他
の
も
の
と
の
関
係
を
持
ち
得
る
と
い
う
縁
起
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
縁
起
と
い
う
も
の
も
、
先
程

申
し
ま
し
た
無
自
性
の
論
証
方
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
採
用
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
縁
起
す
る
が
故
に
無
自
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言

わ
れ
る
の
で
す
。『
中
論
』
な
ど
で
も
縁
起
は
無
自
性
や
空
と
同
義
語
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
無
自
性
の
論
証
方
法
に
お
い

て
も
縁
起
を
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
す
。
縁
起
を
根
拠
と
し
て
、
縁
起
ゆ
え
に
無
自
性
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
縁
起
と
自
性
と
は
矛

盾
す
る
と
い
う
の
が
中
観
の
考
え
方
で
す
。
中
観
と
い
う
の
は
や
や
こ
し
い
こ
と
を
言
う
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

こ
の
縁
起
を
実
世
俗
（
正
し
い
常
識
的
見
地
）
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
中
観
思
想
と
い
う
の
は
仏
説
に
反
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
て
、
彼
ら
に
し
て
み
れ
ば
本
当
の
縁
起
と
い
う
の
は
不
生
不
滅
、
生
ぜ
ず
滅
せ
ず
と
い
う
も

の
で
あ
り
ま
し
て
、『
般
若
経
』『
楞
伽
経
』
で
よ
く
述
べ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
う
い
う
見
地
に
則
っ
た
究
極
的
な
意
味
で
の
縁
起
と
い
わ

れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
龍
樹
が
「
八
不
の
偈
」
を
『
中
論
』
の
冒
頭
で
述
べ
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
立
場
こ
そ
が
中
観
派
に
と
っ
て
の

本
来
的
な
縁
起
な
の
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
縁
起
を
根
拠
と
し
た
無
自
性
論
証
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
紹
介
し
て
お
き
ま

す
。
無
自
性
を
証
明
す
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
「
一
・
多
を
離
れ
て
い
る
こ
と
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ま
す
が
、
我
々
が
見
た
り
認

識
し
た
り
す
る
も
の
は
多
様
性
が
あ
り
、
色
（
い
ろ
）
に
つ
き
ま
し
て
も
赤
や
緑
と
い
う
ふ
う
に
様
々
な
色
が
あ
り
ま
す
し
、
形
に
つ

き
ま
し
て
も
長
い
、
丸
い
、
と
い
っ
た
ふ
う
に
多
様
性
が
常
に
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が
脳
裏
に
映
像
と
し
て
映
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

知
識
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
ら
多
様
性
を
個
々
別
々
に
で
は
な
く
単
一
と
し
て
把
握
し
て
い
る
、
赤
だ
け
を
見
る
、
緑
だ
け
を

見
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
す
か
ら
、
多
様
な
色
彩
を
持
っ
た
一
つ
の
知
識
と
し
て
把
握
す
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
も
ダ
ル

マ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
述
べ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
で
は
知
識
は
単
一
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
知
識
に
あ
る
映
像
、
形
象
と
も
言
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
多
様
性
を
持
っ
て
い
る
、
そ
の
多
様
性
と
知
識
の
単
一
性
は
矛
盾
す
る
じ
ゃ
な
い
か
、
こ
う
い
う
点
が
こ
の
「
一
・
多
を
離
れ

て
い
る
こ
と
」
と
い
う
無
自
性
論
の
根
拠
を
扱
う
際
に
論
じ
ら
れ
る
の
で
す
。
一
般
的
常
識
の
立
場
で
は
、
我
々
は
多
様
性
が
あ
る
も
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の
も
と
り
あ
え
ず
単
一
な
も
の
と
し
て
扱
い
ま
す
が
、
仏
教
の
論
師
た
ち
は
そ
の
点
を
更
に
深
く
追
求
し
て
い
っ
て
、
一
と
多
の
矛
盾

を
看
過
ご
し
ま
せ
ん
。
実
際
の
も
の
は
一
で
あ
る
と
も
言
え
な
い
し
、
多
で
あ
る
と
も
言
え
な
い
、
こ
れ
が
一
・
多
を
離
れ
て
い
る
こ

と
、「
離
一
多
性
」
と
い
う
根
拠
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
無
自
性
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
く
の
で
す
。
以
上
申
し
上
げ
ま

し
た
こ
と
の
他
に
も
、
後
期
中
観
派
は
世
親
の
考
え
方
も
活
用
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
ニ
ヤ
ー
ヤ
学
派
の
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
、

ウ
ッ
デ
ィ
ヨ
ー
タ
カ
ラ
、
こ
の
よ
う
な
論
師
た
ち
は
世
親
と
、
全
体
と
部
分
、
原
子
論
を
巡
っ
て
論
争
を
し
て
い
る
の
で
す
。
ヴ
ァ
ー

ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
な
ど
は
「
部
分
」
と
は
別
に
「
全
体
」
と
い
う
実
体
的
概
念
を
認
め
る
わ
け
で
す
が
、
仏
教
で
は
部
分
の
集
合
を
仮
設
的

に
全
体
と
は
い
っ
て
も
実
体
と
し
て
は
認
め
ま
せ
ん
。
ニ
ヤ
ー
ヤ
学
派
の
テ
キ
ス
ト
に
は
そ
の
よ
う
な
議
論
を
通
し
た
仏
教
批
判
が
見

ら
れ
ま
す
。
他
に
も
ミ
ー
マ
ン
サ
ー
学
派
の
ク
マ
ー
リ
ラ
の
理
論
な
ど
も
そ
う
で
す
が
、
仏
教
徒
と
外
教
の
人
た
ち
と
の
論
争
に
関
す

る
こ
と
も
後
期
中
観
の
テ
キ
ス
ト
に
は
出
て
ま
い
り
ま
す
。

　

残
り
時
間
も
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
結
論
を
申
し
ま
す
が
、「
イ
ン
ド
後
期
中
観
派
と
は
、
龍
樹
の
『
中
論
』
を
根
底
に
据

え
、
縁
起
・
空
・
無
自
性
と
い
う
中
観
思
想
の
再
構
築
を
目
的
と
し
て
、
仏
教
内
外
の
諸
思
想
を
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
プ
ラ
マ
ー
ナ

論
に
よ
り
批
判
的
に
吟
味
し
、
更
に
は
二
諦
説
に
よ
り
『
般
若
経
』『
楞
伽
経
』
な
ど
を
聖
教
、
す
な
わ
ち
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
（
真
理
）

と
し
て
用
い
、
他
方
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
プ
ラ
マ
ー
ナ
論
を
批
判
的
に
吟
味
し
、「
一
切
法
空
性
、
無
自
性
」
を
立
証
し
よ
う
と

す
る
学
系
で
あ
る
」
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
が
、
私
の
後
期
中
観
思
想
研
究
か
ら
得
ら
れ
た
結
論
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
唯

識
思
想
に
関
し
ま
し
て
、
後
期
中
観
派
の
テ
キ
ス
ト
に
は
形
象
真
実
論
、
形
象
虚
偽
論
に
対
す
る
批
判
的
吟
味
を
通
じ
、
中
観
の
真
理

を
表
す
も
の
（
一
切
法
無
自
性
）
が
、
修
道
論
と
共
に
広
く
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
も
お
話
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
割
愛
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
つ
き
ま
し
て
は
、
チ
ャ
パ
と
い
う
人
の
テ
キ
ス
ト
『
東
方
中
観
の
千
の
投
与
』
と
い
う
書
物
が
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の

タ
オ
シ
ャ
（H

elm
ut Tauscher

）
と
い
う
研
究
者
に
よ
っ
て
出
さ
れ
ま
し
て
、
割
合
、
早
く
に
、
オ
ラ
ン
ダ
で
の
国
際
チ
ベ
ッ
ト
学

会
で
の
折
、
入
手
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
の
で
そ
れ
を
読
み
始
め
ま
し
た
。
非
常
に
難
解
な
テ
キ
ス
ト
で
す
が
、
そ
こ
に
は
後
期
中

観
の
思
想
が
そ
の
ま
ま
出
て
ま
い
り
ま
し
て
、
チ
ャ
パ
は
他
に
東
方
自
立
中
観
三
論
書
に
対
す
る
注
釈
書
を
著
わ
し
て
い
ま
す
。
東
方

と
は
ベ
ン
ガ
ル
湾
の
こ
と
を
指
す
ら
し
い
の
で
す
が
、
自
立
中
観
三
論
書
、
三
論
書
と
は
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
の
『
二
諦
分
別
論
』、

シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
の
『
中
観
荘
厳
論
』、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
『
中
観
光
明
論
』
の
こ
と
で
す
が
、
私
の
研
究
領
域
と
ピ
ッ
タ
リ
の

も
の
で
す
。
こ
う
い
う
も
の
を
読
み
、
文
部
科
学
省
の
研
究
費
に
よ
る
『
古
典
学
の
再
構
築
』
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
発
表
さ
せ
て

も
ら
い
ま
し
た
。
ま
た
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
テ
キ
ス
ト
も
一
部
で
あ
り
ま
す
が
、『
菩
提
道
次
第
小
論
』
と
い
う
も
の
を
御
牧
先
生
と
一
緒

に
読
ま
せ
て
頂
き
ま
し
て
、
そ
れ
が
中
央
公
論
社
の
シ
リ
ー
ズ
の
ひ
と
つ
と
し
て
『
ツ
ォ
ン
カ
パ
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
出
た
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
行
く
機
会
も
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
向
こ
う
に
ヴ
ァ

ン
デ
ル
・
カ
イ
プ
と
い
う
チ
ベ
ッ
ト
、
ネ
パ
ー
ル
学
の
学
者
が
お
り
ま
し
て
、
彼
が
チ
ャ
パ
の
資
料
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、

是
非
と
も
見
せ
て
欲
し
い
と
い
う
気
持
ち
で
行
っ
た
の
で
す
が
、
向
こ
う
で
見
せ
て
も
ら
い
た
い
資
料
が
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
「
日
本
に
後
で
送
っ
て
や
る
」
と
彼
は
言
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
未
だ
に
送
っ
て
こ
な
い
と
こ
ろ
を
み
ま
す
と
忘
れ
て
し
ま
っ
た
よ

う
で
す
が
、
ヴ
ァ
ン
デ
ル
・
カ
イ
プ
教
授
と
も
極
め
て
有
益
な
出
会
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
研

究
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ま
だ
ま
だ
お
話
し
た
い
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
く
ら
い
に
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
私
が
空
や
無
自
性
や
縁
起
な
ど
を
勉
強
し
て
き
た
中
で
、
好
き
な
言
葉
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ

は
『
維
摩
経
』
や
『
宝
積
経
』
に
も
見
ら
れ
る
「
蓮
華
」
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
蓮
華
と
い
う
の
は
空
の
思
想
や
菩
薩
の
思
想
を

具
体
的
に
表
現
し
て
い
る
も
の
で
す
。
蓮
華
と
い
う
の
は
泥
水
の
中
に
咲
い
て
も
、
泥
水
を
養
分
に
し
、
そ
れ
で
い
て
水
に
も
泥
に
も
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染
ま
ら
ず
、
清
ら
か
な
花
を
咲
か
せ
る
の
で
す
が
、
こ
の
蓮
華
の
姿
が
空
の
思
想
、
菩
薩
の
思
想
を
如
実
に
物
語
っ
て
お
り
、
私
は
大

変
好
き
で
す
の
で
最
後
に
そ
れ
を
挙
げ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。「
蓮
華
、
泥
水
に
咲
い
て
泥
に
も
水
に
も
染
ま
ら
ず
」

　

話
が
急
ぎ
足
で
、
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
も
多
々
あ
っ
た
か
と
存
じ
ま
す
が
、
ど
う
か
お
許
し
頂
き
ま
し
て
、
お
忙
し
い
中
わ
ざ
わ

ざ
私
の
最
終
講
義
の
た
め
に
お
越
し
頂
き
ま
し
た
こ
と
を
心
よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

〔
こ
こ
で
の
活
字
に
な
る
に
つ
き
仏
教
学
部
の
市
川
定
敬
准
教
授
、
ゼ
ミ
の
大
学
院
生
で
あ
っ
た
林
託
望
さ
ん
、
仏
教
学
部
資
料
室
の

添
田
佳
代
さ
ん
に
お
世
話
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
〕
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