
印

度

思

想

ご

佛

教

無

我

説

!
f

五
蘊
説

の
印
度

思
想

ビ
し

て
の
解
釋
學
的
敍
述

i
-

佐

,

藤

密

雄

印

度

思

想

の

性

格

佛
教

は
印
度
思
想
で
あ
り
、

一
應
印
度
思
想
、こ
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
印
度
思
想
、こ
言
は
る
㌧
も
の
は
、

正
統
婆
羅
門
思
想
、こ

此
れ
に
相
對
す
る
非
婆
羅
門
思
想
、こ
、
是
れ
等
・こ
全
然
別
異
な
も
の
,こ
し
て
の
佛
敏
思
想

,こ
の
三
系
統
か
ら
成
る
、こ
せ
ら
れ
、

是
れ
を
次
い

で
の
如
く
に
轉
變
詮
、
積
集
読
、
無
我
説
・こ
し
て
取
扱
は
れ
る
。

佛
教
の
側
か
ら
は
、
轉
變
詮
、こ
積
集
詮
は
共
に
有
我
思
想
で
あ

る
ご
さ
れ
、

一
括
し
て
排
せ
ら
る
べ
ぎ
も
の
ーこ
さ

れ
る
。

然
し
、
佛
教
は

そ
の
發
生
に
於
い
て
他
読
、こ
の
相
異
を
強
調
し
相
異
點
を
闡
明
し
た
關
係
上
、

1
詮

°/)根
本
的

に
相
容
れ
ざ
る
が
如

く
見
ら
る
㌧
の
で
は
な

か
ら
う
か
。

元
來
印
度
の
思
想
的
性
格
は
、
我
論
も
無
我
諡
も
等
し
く
個
の
獨
立
性
を
否
定
し
て
諸
個
を
含
む
全
に
實
在
性
を
認
め
る
も
の
で
、

佛
教

流
に
言

ふ
な
ら
ば
能
取

(
個
人
主
觀
)

ε
所
取

(
個
人
主
觀
の
客
觀

)
の
野
立
を
否
定
し
、
客
觀
な
き
純
主
觀
、

諸

の
個
的
主
觀
を

咽
に
吸

牧
し
た
全

一
を
窮
極
の
實
在
・こ
し
て
、
見
る
も
の
で
、
此
の
樣
な
實
在
を
ば
宗
教
的
な
要
請
・こ
し
て
求
め
、

此
れ
に
到
逹
す
べ
き
を
信
じ
て

e
-

　



居
る
こ
ご
は
三
流
の
思
想
す
べ
て
に
共
通
し
て
居
る
。
叉
た
此
の
樣
な
思
想
を
佛
教
的
に
無
我
思
想
・こ
言
ふ
な
ら
ば

、

印
度
思
想
は

一
般

に

無
我

思
想
で
あ
る
。
た

璽
思
考
の
仕
方
や
理
論
の
立
て
方
に
於
い
て
、
無
我
思
想

ご
し
て
最
も
爰
當
性
を
持
つ
た
點

に
、

佛
歡
を
無
我
読
者

、こ
言

は
し
め
た
理
由
が
あ
る
・こ
言

へ
る
。
叉
た
、
佛
歡
發
生
に
至
る
迄
の
印
度
思
想
史
が
、

無
自
覺
的
に
無
我
思
想
の
成
立
に
向
つ
て
捧
げ

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
佛
數
が
此
れ
を
意
識
し
、
初
め
て
自
覺
的
に
無
我
思
想

、こ
し
て

完
成
せ
し
め
た
も
の
ご
も
言
ひ
得
る
。
佛
陀
が
自
己

の
教
読
を
ば

「
私

に
依
つ
て
初
め
て
説
か
る
曳
も
の
」
ε
し
つ
玉
然
も

「
是
れ
古
仙
人
の
道
な
り
」
ε
せ
る
こ
、こ
は
、

か

玉
る
意
味
か
ら
理

解
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

最
も
古
く
而
も
印
度
思
想
史
の
主
流
を
な
し
來
つ
た
も
の
は
轉
變
読
で
あ
る
が
、
此
の
諡
の
中
心
理
論
は

「
宇
宙

の
太
元
な
る

唯

一
純
精

紳
的
な
梵
が
自
己
自
身
を
質
料
因
-こ
し
、
.自
己
の
活
動
欲
を
動
力
因
、こ
し
て
個
別
雜
多
の
現
象
を
生
じ
、

然
し
て
梵

自
ら
各
個
物
の
中
心
生

命
た

る
個
我
-こ
し
て
入
つ
た
」
こ
す
る
も
の
で
あ

る
。
此
の
詮
表
の
仕
方
は
紳
話
的
餘
習
を
腕
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、

梵
が
自
ら
表
出
し
た

個
體

の
個
我

,こ
し
て
入
つ
た
ーこ
す
る
は
、
個
的
な

一
切
を
維
持
統

一
す
る
は
梵
で
あ
り
、

梵
は
全
で
梵
以
外

に
存
在

性
あ
る
何
物
も
な
い
こ

ε
を
明
に
す
る
も
の
で
あ

る
。
ウ
バ
ニ
シ
ヤ
ッ
ト
の
説
明
か
ら
す
れ
ば
、
個
物
の
中

に
生
命
・こ
し
て
存
す
る

個
我
を
全

マ
こ
し
て
の
梵

に
牧

約
し
て
見
る
時
は

「
蜜
蜂
が
諸
種
の
花
の
個
精
マ」
し
て
の
蜜
を
集
め
た
時
、
集
め
ら
れ
た
蜜
は
只
た

一
つ
の
蜜
で
、

諸
花
の
個
精
性
は
な
い

タ

」

・こ
言
は
れ
る
。
叉
た
全
に
歸
し
て
不
可
分
の

て
こ
な
る
べ
き
個
物
の
中
心
個
我
を
、
個
物
に
つ
い
で

求
む
れ
ば

「
木
の
精
ε
し
て
の
果
實

を
取
り
、
更
に
果
實
の
精
た
る
種
子
を
見
出
し
、
其
の
種
子
を
破
る
も
、
共
處

に
は
何
物
も
發
見
さ
れ
な
い
」
所
の
も
の
、

然
も
木

-こ
し
て

あ
ら
し
め
て
居
る
精
細
な
る
も
の
、こ
さ
れ
る
。
是
の
二
つ
の
見
方
は
全

一
を
梵

、こ
し
て
、

全

一
上
に
於
け
異
相
を
個

・こ
し
て
、
個
の
個
性
ご

見
ら

る
玉
は
實
は
個
性
で
な
く
全

一
性
た
る
を
意
味
す
る
も
の
こ
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ッ
ト
の
哲
人
ウ

ツ
ダ
ー
ラ
カ
は
、

梵
が

自
己
の
活
働
欲
に
依
つ
て
熟
を
生
じ
、
火

・
水

・
地
を
生
じ
自
ら
共
の
中
に
入
り
、
此
の
三
者
の
量
的
組
合
せ
の
差
異
か
ら

個
々
の
異
相
を

2



生
じ
た
が
、
個

々
雜
多
は
火

・
水

・
地
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
異
相
を
異
物
Σ
す
る
は
概
念

(名
色
)
に
外
な
ら

ぬ
ーこ
す
る
。

此
の
論
明

は
唯
物
的
で
、
萬
物
は
火
水
地
よ
り
成
る
同
質

(
同
性
)
で
、
異
相
に
從

つ
て

各
個
物
に
個
性
あ
る
如
き
も
か

曳
る
も
の
は
認
め
ら
れ
す
、

個
物
を
彼
れ
此
れ
分
別
す
る
は
假
名
概
念

に
す
ぎ
な
い
ーこ
す
る
も
の
で
あ
る
。
か

㌧
る
説
き
方
は
佛
教
の
大
乘
的
無
我
説
に
あ

つ
て
も
、

金

器
を
打
碎
い
て
も
個

々
は
金
性
あ
る
の
み
で
個
性
は
な
い
、こ
す
る
説
き
方
を
想
起
せ
し
め
る
。

然
し
此
の
説
で
重
要
な
の
は
、
梵
が
火

・
水

・
地
を

生
じ
た
こ
は
、
梵
が
火

.
水

・
地
ご
な
り
、
火

・
水

・
地
が
梵
に
外
な
ら
ぬ
こ
、こ
で
あ
る
。

帥
ち
全

一
梵
の
實
在
を
認
め
て
、
個
物

個
性
を
假
名
概
念
、こ
し
て
、
其
の
個
別
的
獨
自
性
を
許
さ
な

い
の
で
あ
る
。

從
つ
て
太
元
の
梵
が
個
を
生
じ
、
個
の
申
心
個
我
、こ
し
て
そ
の

中
に
入

つ
た
こ
す
る
轉
變
説
は
、
個
的
存
在
を
全

一
梵
に
歸

一
せ
し
め
る
爲
め
の
も
の
で
あ
る
。

人
生
論

、こ
し
て
梵
を
大
我
、
個
我
を
小
我

ミ
し
、

小
我
を
大
我

に
歸
せ
し
む
る
を
、
宗
教
的
目
的
ε
す
る
所
か
ら

自
我
哲
學

マ}言
は
る

㌧
も
、
此
れ
を
無
我
的
思
想
ε
見
る
も
何
等
差

支
な
か
る
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
る
。

轉
變
論
に
對
立
す
る
ーこ
言
は
る
曳
積
集
論
も
亦
た
、
無
我
的
思
想
で
あ
る
。
此
の
説
は
、
精
聯
的
要
素
、

物
質
的
諸
要
素
、
其
の
他
の
諸

要
素
が
存
し
、
そ
の
種

々
な
る
結
合
が
個
物
雜
多
で
あ
る
ご
す
る
。
此
の
思
想
で
は
永
遠
不
變
な
る
は
諸
要
素
で
あ

り
、

此
れ
が
世
界
の
全

體
で
あ

る
。
個
々
現
象
は
要
素
の
結
合
關
係
で
、
其
れ
は
假
の
現
象
で
あ
り
變
化
性
の
も
の
で
あ
る
ゆ

宗
教
的
な
人

生
論
か
ら
言

へ
ば
、
精

祕
的
要
素
が
物
的
要
素
、こ
結
合
せ
る
が
個
人
で
あ
り
、
物
的
要
素
に
束
縛
さ
れ
て
無
常
苦
が
あ
る
。

從

つ
て
物
的
要
素
・こ
分
離
し
た
精
紳
の

自
由
を
得
た
駅
態
が
安
隱
解
腕
で
あ
る
、こ
言
ふ
に
あ
る
。
然
し
物
的
な
も
の
・こ
の
結
合
を
離
れ
九

精
榊
的
要
素
の
み
の
状
態
は
個
人
の
淌
滅

で
あ

る
。
此
の
論
の
意
味
す
る
所
が
各
種
の
要
素
が
存
在
の
全
體
で
あ
り
、
求
め
ら
る
べ
き
は
要
素

、こ
し
て
の
歌
態

で
あ
る
・こ
す
れ
ば
、

此

れ
も
個
を
否
定
し
た
全
體
を
あ

る
べ
き
實
在
、こ
預
想
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

唯
だ
轉
變
説
が
純
精
紳
的
梵

の

「
元
か
ら
現
象
の
精
紳
、こ

物
質
を
轉
變
さ
せ
つ
義
、
現
象
の
精
祚
、
物
質
を
梵

に
歸

一
せ
し
め
ん
ーこ
す
る
考

へ
方
、

帥
ち
精
祚
か
ら
物
が
出
で
、
其
の
物
を
叉
た
精
榊

M



に
吸
牧

さ
瓦
う
ーこ
す
る
點
を
此
の
積
集
詮
は
物
質
精
紳
の
多
元
を
認
め
て
解
決
し
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
。

轉
變
論
-こ
積
集
論
の
類
型
に
入
る
べ
き
諸
思
想
は
佛
教
成
立
の
對
者
・こ
し
て
考

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、

同
時
に
佛
教
が
發
生
す

る
迄

に
印
度
の
思
想
を
高
め
て
來

つ
た
も
の
、
此
等
思
想
が
佛
敏
を
胚
胎
し
生
産
し
た
の
で
あ
る
。

然
も
、
最
も
考
慮
す
べ
き
は
、
此
れ
等
の
思
想
か
ら
佛
敏
が
産
出
す
る
に
當
つ
て
、

そ
の
發
生
の
文
化
的
動
力
因
が
、
印
度
以
外
の
思
想

か
ら
與

へ
ら
れ
た
事
實
の
存
し
な

い
こ
、こ
で
あ
る
。
全
く
因
中
有
果
的
で
あ
つ
て
、
同

一
文
化
圈
で
の
生
長
發
生
的
産
出
で
あ
る
。

佛
歡
の

成
立
以
後
に
於
い
て
、
ギ
リ
シ
ヤ
の
侵
入
が
あ
り
、
更
に
後
に
は
支
那
文
化
を
受
け
た
月
氏
の
印
度
に
於
け
る

國
家

成
立
が
あ
り
、
佛
教

に

は
後
者

の
瘍
合

に
大
乘
佛
教

へ
の
進
展
が
あ

つ
た
。
更
に
又
た
、
支
那
佛
歡
や
日
本
佛
教

、こ
な
れ
ば
、

支
那
思
想
や

日
本
思
想

-こ
拂
歡
思
想

の
關
係

は
、
單
な
る
合
流
的
融
合
で
あ
つ
九
か
、
或
ひ
は
い
つ
れ
が
質
料
因
的
で
い
つ
れ
が
動
力
因
的
で
あ
つ
た
か
は
、

考
慮
す
べ
き
も
の

が
今

日
徇
ほ
殘
さ
れ
て
居
る
筈
で
あ
る
。
日
本
精
祕
文
化
研
究
の
立
瘍
で
は
、
佛
敏
が
動
力
因
で
、

日
本
精
祚
的
佛

教
が
成
立
し
た
・こ
考

へ

ら
れ
て
居
る
傾
向
が
今
日
強
い
の
で
は
な

い
か
ーこ
考

へ
ら
れ
る
。

少
な
く
共
、
言
ひ
得
る
こ
ーこ
は
、
思
想
性
か
ら
言

へ
ば
、

轉
變
説
積
集
説

ε
成
立
時
代
の
印
度
佛
教
、こ
の
性
格
的
同

「
性
は
、
印
度
佛
歡
・こ
日
本
佛
教
の
其
れ
よ
り
も

濃
厚
な
樣
相
を
呈
し
て
居
る
・こ
言
ふ
こ
・こ
で
あ

る
。其

處

で
、
印
度
の
思
想
的
性
格
を
吏
に
二

∴
二
考

へ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
オ
ル
デ

ン
ベ
ル
グ
は
、

ギ
リ
シ
ヤ
で
は
哲
學
が
、

ユ
ダ
ヤ
で
は

宗
教
が

成
立
し
た
が
、
印
度
人
は
知
ら
す
に
信
す
る
こ
、こ
も
出
來
す
、
信
ぜ
す
し
て
知
る
こ
、こ
に
も

滿
足
出
來
な
い
性
格
者
で
あ
つ
て
、
哲

學
で
も

宗
敏
で
も
な
く
然
も
兩
者
に
通
す
る
も
の

(佛
歡
)
が
成
立
し
た
こ
ーこ
を
述
べ
て
居
る
。

此
れ
は
印
度
思
想
全
般
の
性
格
で
あ
る
i
-

是

れ
は
恐
ら
く
東
洋
的
性
格
で
も
あ
る
・こ
思
は
る
」
が
。

印
度
に
於
い
て
は
現
實
は
動
的
で
、
物
的
で
、
無
常
で
、
迷
で
、
否
定
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

絶
對
眞
實
は
、

現
實
の
否

定

で

静

的
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で
、
心
的
で
、
永
遠
常
住
で
、
明
知
で
あ
る
。
然

つ
て
、
梵
が
現
象
を
發
展
す
る
は
妄
的
活
動
で
あ
る
。

印
度
思
想
の
宗
教
的
罪
惡
觀
は
倫

理
的
で
は
な
く
、
眞
理
に
對
す
る
無
知
で
あ

る
。
煩
惱
、
汚
れ
ーこ
嘗
は
る
㌧
も
の
は
無
知
で
あ
り
、

迷
ひ
で
あ
る
。
純
精
榊
的
な
梵
が
活
働

欲
に
依

つ
て
熱
を
生
じ
、
物
的
佃
物
を
生
じ
そ
の
中
に
入
つ
た
、こ
さ
る
㌧
時
、
独
ハの
活
動
欲
、

熱
は
迷
盲
の
起
源
無
知
の
發
生
で
あ
り
物
的

現
象
は
其

の
所
産
で
あ
る
。
物
的
欲
望
は
無
知
の
本
質
で
、
個
の
内
性
た
る
精
祕
が
物
的
欲
望
に
支
配
さ
る
㌧
歌
態
が

無
常
な
物
質
的
な
肉

體
に
束
縛

さ
る
㌧
苦
生
活
で
あ
る
Q
從

つ
て
肉
體
は
迷
盲
で
苦
其
者
で
あ
る
。

然
も
印
度
的
思
考
は
、
知
る
は
信
す
る
で
あ
り
、
成
る
で
あ
る
。
叉
た
信
す
る
は
成
る
で
あ
る
。

梵
を
知

る
は
梵
-こ
成
る
こ
、こ
で
あ
る
。

帥
ち

一
般

に
知
り
若
し
く
は
信
す
る
は
自
己
を
主
觀
-こ
し
て
知
ら
る
曳
若
し
く
は
信
ぜ
ら

る
エ
も
の
を
客
觀
・こ
し
て
持

つ
の
で
あ
る
が
、

印

度

で
は
か

玉
る
主
客
對
立
を
出
發
點
ご
し
て
自
己
主
觀
を
客
觀
に
歸

一
し
、
客
觀
に
自
己
を
沒
入
し
て
、

客
觀
た
り
し
も
の
を
主
客
統

「
の

絶
對
主
觀

、こ
し

て
生
き
る
こ
・こ
で
あ
る
。
宗
教
的
實
踐
、こ
し
て
は
物
的
肉
體
の
支
配

に
あ
る
自
我
精
紳
を
、

肉
體
か
ら
解
腕
せ
し
め
統

一
者

梵

に
歸
せ
し
む
に
あ
る
が
、
其
れ
は

「
自
我
ぱ
梵
で
あ
る
」
・こ
知
れ
ば
良

い
の
で
、

梵
、こ
知
る
こ
、こ
ぼ
梵
、こ
な
る
こ
、こ
で
あ
る
。
叉
た
、
梵

を
崇
信
す

れ
ば
良
い
の
で
、
信
す
る
は
成
る
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
樣
な
印
度
的

「
明
知
」
の
實
踐
的
意
義
か

ら
も
、

現
實

に
肉
骰

-こ
し
物
質

現
象
、こ
す
る
も
の
は
、
無
知

に
於
け
る
觀
念
的
存
在
、
非
實
在
の
も
の
こ
す
る
こ
ーこ
が
知
ら
れ
る
。

實
在
・こ
し
て
ゆ
る
さ
る
㌧
は

精
榊
的
な
梵
の
み
で
、
そ
れ
が
眞
實
で
あ
り
、
個
的
諸
現
象
ぱ
迷
盲
に
外
な
ら
な

い
。
人
生
苦

、こ
は
、

此
の
迷
盲
な
る
も
の

㌧
こ
こ
で
、
此

れ
が
彼
等

の
悪
煩
惱
で
、
人
生
惡
は
此
の
、煩
惱
の
且
ハ體
的
享
象
で
あ
る
。

印
度
思
想
は
自
然
人
帥
ち
、

一
般

に
人
間
的
な
生
活
を
迷
盲
の
側
に
置
く
。
然
し
明
知
の
歌
態
は

如
何
な
る
も
の
な
る
か
を
読
か
な
い
。

、

.

諸
個
を
攝

す
る
全

一
梵
を
明
知
し
て
全

一
に
成
り
絡

る
の
で
あ
る
か
ら
、
其
處

に
は
唯

一
絶
對
主
觀
の
み
で
あ
る
か
ら
、

個
-こ
し
て
の
何
物

も
説
き
得
な

い
の
で
あ
る
。
僅
か
に
熟
眠
、
思
想
感
覺
滅
沒
歌
態
が
個
的
生
活
中
に
於
い
て

　
時
的
に
全
に
歸
し
た
姿

-こ
し
て
、

現
實
經
驗
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上
の
嬖
喩

こ
し
て
示
さ
る

㌧
に
す
ぎ
な
い
。
此
の
こ
ゴ
は
積
集
説

に
取

つ
て
も
同
じ
で
あ

る
。

佛

欷

の

立

場

佛
陀
は
世
界

・
肉
罷

・
靈
魂
等
に
關
し
て

「
常
住
か
無
常
か
、
永
遠
の
も
の
か
斷
滅
の
も
の
か
」
を
問
は
れ
た
塲
合

に
、

是
れ
に
答
ふ
る

こ
ご
を
全
く
し
な
か
つ
た
。
此
の
設
問
の
型
式
で
佛
陀
時
代
の
思
想
論
爭
の
題
口
が
捉

へ
ら
れ
、

各
種
の
立
瘍
か
ら
の
此
れ
に
對
す
る
答
案

の
仕
方
に
依

つ
て
、
常
住
論
者
か
斷
滅
論
者
か
、
若
し
く
は
有
論
者
か
無
論
者
か
ーこ
類
型
づ
け
ら
れ
て
、

か
く
稱
せ
ら
れ
て
居

た

の

で

あ

ろ
。
轉
變
諡
や
積
集
論
は
、
全
體
、こ
し
て
の
梵
若
し
く
は
世
界
諸
要
素
の
永
遠
性
を
認
め
る
點
で
世
界
常
佳
論
者
で
、

個
體
現
象
、
肉
體
に

關
し
て
は
斷
滅
論
者
で
あ
る
。
叉
た
個
人
の
個
我
靈
魂
に
關
し
て
は
、
梵

-こ
同
性
同
質
で
梵
に
歸

「
し
す
る
か

或
ひ
は
要
素
・こ
し
て
永
遠
た

る
意
味
で
は
常
佳
で
あ
り
、
個
人
個
性
・こ
し
て
の
現
象
的
な
意
味
で
は
無
常
で
あ
り
、

從
つ
て
非
常
非
無
常
論
で
あ
る
、
此
の
樣
な
論
爭
を

全
く
無
靦
し
た
佛
陀
の
立
瘍
は
、
此
の
論
爭

に
依

つ
て
類
型
づ
け
ら
る
㌧
思
想
の
仕
方
の
す
べ
て
を
認
め
な
か
つ
た
こ
ーこ
を

意
味
す
る
Q

佛
陀
に
依
れ
ば
、
靈
魂
や
肉
體
の
論
爭
は
宛
も
、

°毒
矢
を
受
け
た
者
が
、
毒
矢
を
身
體
か
ら
拔
き
取
る
前
に
、

毒
矢

の
本
質
、
毒
の
本
質

を
論
す
る
如
き
徒
ら
な
形
而
上
學
的
論
爭
で
、
毒
矢
を
受
け
た
も
の
が
直
ち
に
な
す
べ
き
こ
・こ
は
毒
矢
を
拔
き

取
る
こ
ーこ
で
あ
る
。
徒
ら
な

論
義
は
解
脱
涅
槃
に
導
か
な
い
も
の
で
あ
る
、こ
な
し
た
。
此
の
佛
陀
の
態
度
に
は
こ
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
居
る
。

「
つ
に
は
、
か
」
る
論

爭
は
眞
實

を
得
る
も
の
で
な
く
徒
ら
な
戲
論
に
絡

る
水
準
の
低

い
も
の
で
あ
り
、
二
つ
に
は
、
現
實
に
帥
し
な
い
も
の
、

論
の
正
し
さ
を
證

實
す
る
事
實
を
持
た
す
し
て
與

へ
ら
れ
た
觀
念
型
式
の
み
に
依

つ
て
爭
ふ
も
の
も
の
な
る
こ
ーこ
を
指
摘
し
て
居
る
も
の
で
あ

る
。

轉
變
諡

に
し
ろ
、
積
集
読
に
し
ろ
、
其
等
の
思
想
の
仕
方
は
、
現
實

に
見
ら
る

㌧
す
べ
て
の
も
の
の

無
常
な
る
事
實
を
見
て
恐
れ
、
無
常

な
る
事
實

は
、
其
の
ま

」
苦
虚
妄
$
し
、
苦
-こ
な
り
妄

ご
さ
る

玉
理
由
本
質
を
考

へ
る
こ
、こ
な
く

「
永
遠
常
佳
で
あ
り
た
き
」

自
己
の
感
情

6



を
眞
實
-こ
し
て
出
發
し
た
も
の
で
あ
る
。
經
驗
的
事
實
の

一
切
が
無
常
な
る
爲
め
に
、
此
處
に
經
驗
的
な
ら
ざ
る

自
我

の
本
質
あ
り
、こ
し
、

經
驗
的
な
肉
體
が
滅
し
て
も
不
變
常
佳
な
る
べ
き
も
の
あ
り
・こ
考

へ
、
其
の
安
佳
處
Σ
し
て
大
我
梵
の
存
在
若
し
く
は

世
界
要
素

ε
し
て
の

精
紳
獨
存
の
状
態
を
要
請
し
て
居
る
も
の
で
あ

る
。
從

つ
て
彼
等
の
言
ふ
自
我
の
本
質
-こ
は
全
く
の
經
驗
な
き
歌
態
、

主
觀
の
主
觀
を
意
味

す
る
。
此
の
こ
ご
か
ら
、
經
驗
事
實
を
無
靦
℃
、
經
驗
事
實
を
迷
、
苦
、
無
常
、
無
實
在
こ
す
る
の
で
あ
る
。
又
た
同
時
に
、

經
驗
事
實
が

提
示
し
、
其
の
明
瞭
さ
に
依
つ
て
實
證
さ
る
N
原
理
を
ば
全
く
求
め
る
こ
・こ
な
く
、
た

f
あ
り
た
き
希
望
が
あ
る
べ
し

ーこ
觀
念
す
る
、

獨
斷

的
な
も
の

玉
み
に
眞
理
性
を
置
く
こ
ε
も
知
ら
れ
る
。

佛
陀
の
立
瘍
は
凡
そ
此
れ
等
ε
は
逆
で
あ
る
。
經
驗
事
實
こ
そ
眞
理
の
母
で
あ
り
、
經
驗
事
實
の
明
瞭
さ
に
依
つ
て

與

へ
ら
れ
知
ら
る
工

原
理
の
み
が
正
し
い
Σ
す
る
の
で
あ
る
。
從

つ
て
單
な
る
觀
念
的
産
物
な
る
梵
も
、
自
我
も
、

精
紳
的
要
素
も
、
此
れ
を
取
り
上
げ
な
い
。

此
の
珥
實
の
經
驗
の
實
證
を
持
た
な

い
觀
念
的
な
要
講
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
拆
け
た
點
が
、
特
に
積
集
諡
、

纏
變
読
に
對
比
し
て
無
我
説
、こ

さ
る
曳
所

以
で
あ

る
。
佛
歡
の
無
我
説
は
か

」
る
意
味
に
於

い
て
、
單
な
る
自
我
否
定
読
で
な
く
、

あ
り
得
べ
し
・こ
す
る
自
我
説
を
否
定
す

る
ーこ
共
に
、
其
の
樣
な
考

へ
方
を
取
る
恣
意
的
な
獨
斷
的
な
思
想
的
立
塲
を
拒
否
す
る
こ
ご
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

佛
陀
の
思
想
的
立
瘍
は
中
道
、こ
言
は
れ
る
が
、
其
れ
は
、
す
べ
て
の
も
の
に
、
す
べ
て
の
所
に
、

す
べ
て
の
時
に
於

い
て
、
明
瞭
な
事
實

に
基
づ

い
て
行
か
ん
・こ
す
る
も
の
で
、
人
間
の
欲
望
感
惰

に
從

つ
て
事
實
を
意
味
づ
け
る
こ
ーこ
を

極
力
避
け
ん
Σ
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
の

思
想
的
立
瘍
を
示
す
も
の
が
諸
行
無
常

・
諸
法
無
我

・
涅
槃
寂
静
の
三
法
印
で
あ
る
。

諸
行
無
常
、こ
は
人
生

一
切
の
現
象
を
無
常
變
易
性
な
り
・こ
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
に
つ
い
て
は
生

・
老

・
病

・
死
、

物

に
つ
い
て
は
生

・

住

・
異

・
滅

-こ
言
は
る
㌧
四
相
は

一
切
の
時
,こ
處

に
於
け
る
す
べ
て
の
事
に
つ
い
Lて
明
瞭
な
事
實
で
あ
る
。

此
の
事
實

か
ら
す
べ
て
の
も
の

は
無
常
變
易
性
た
る
こ
,こ
が
知
ら
れ
る
。
是
れ
を
諸
行
無
常
ご
す
る
の
で
あ
る
。
幾
多
の
宗
歡
は
、
生
老
病
死
等
の
事
實
を
苦
、こ
し
、是
れ
を
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あ
る
べ
か
ら
ざ
る
事
實
-こ
し
て
、
自
ら
の
感
情

に
促
さ
れ
て
要
請
し
た
原
理

・
秘
儀

・
祕
を
以
つ
て
、

此
の
事
實
を
無
か
ら
し

め

ん

ε

す

る
。
此

れ
は
人
聞
の
主
觀
感
情
を
正
ξ
し
客
觀
事
實
を
此
れ
に
從
は
せ
ん
・こ
す
る
も
の
、
此
れ
に
封
し
て
佛
陀
の
立
塲

は
、

感
情
の
下
に
支

配
さ
れ
た
理
論
理
性
を
感
情
の
上
位
に
取
り
出
し
、
客
觀
的
享
實
に
依

つ
て
自
己
感
情
を
照
顧
征
服
せ
ん
、こ
す
る
も
の
で
、

此
の
點
が
佛
陀

の
、
入
類
思
想
史
上
に
於
け
る
思
想
的
意
義
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

諸
行
無
常
の
諸
行
、こ
は
人
生
事
實

一
切
の
こ
、こ
で
あ
る
が
、
此
れ
が
特
に
行
な
る
文
字
で
表
現
さ
る
」
所
に

深
き
意

味
が
感
ぜ
ら
れ
る
。

行
は
造
作
邁
流
の
義
で
、
人
世
に
於
け
る

　
切
の
姿
相
、
行
相
は
す
べ
て
發
生
の
原
因
が
あ
り

條
件
の
變
化
に
應
じ
て
移
り
行
く
も
の
た
る

を
意
味
す
る
。
此
の
行
は
、
別
な
言
葉
で
縁
起
性
、こ
言
は
れ
る
。
如
何
な
な
現
象
を
取
り
上
け
て
も
、

孤
立
自
存
の
存

在
性
を
持
つ
も
の
は

な
く
、

他
の
現
象

・こ
相
依
關
係
縁
起
閣
係
に
於

い
て
造
作
成
立
さ
れ
て
居
る
・こ
す
る
の
が

「
縁
起
性
の
も
の
」
の
意
味
で
あ

る
。

從

つ
で
諸

行
無
常

・こ
は

「
一
切
の
個
別
的
現
象
、こ
見
ら
る
」
も
の
は
、
縁
起
造
作
の
も
の
で
、
先
天
的
な
永
遠
性
の
存
在
で
な
く
、

無
常
變
易
性
の
も

の
L
た
る
の
謂
で
あ
る
。

緒
法
無
我
、こ
は
、
諸
行
無
常
、こ
同

一
内
容
を
他
の
育
葉
で
表
現
し
た
も
の
で
あ

る
。
{,諸
法
」
-こ
は

「
諸
行
」
の
こ
、こ
に
外
な
ら
な
い
の
で

あ
る
が

「
諸
行
」
は
縁
起
造
作
さ
れ
た
る
も
の
ーこ
言
ふ
現
象

「
般
の
性
質
を
明
示
す
る
に
對
し
、

諸
法
,こ
は
佃
別
現
象

の
各
種
相
に
つ
い
て

例

へ
ば
松
は
松
-こ
し
て
杉
は
杉
ざ
し
て
の
差
別
相
あ
る
、
其
の
差
別
相
の

一
々
を
法
ε
言
ふ
の
で
あ
る
。

從

つ
て
諸
法

、こ
は
森
羅
萬
象
の
文

字

に
相
當
す
る
。
「
無
我
」
の
我
は
、
個
別
者
の
實
體
-こ
な
り
不
變
獨
立
の
存
在
性
を
與

へ
て
居
る
も
の
玉
二
、こ
で
あ
る
。

從

つ
て
諸
法
無
我

「こ
ぱ

「
各
種
の
姿
相
行
相

に
つ
い
て
彼
此
匿
別
さ
る
㌧
個
別
脳
諸
現
象
の

一
々
に
は
、
其
の
相
を
固
定
せ
し
め
て
居
る

實
體
は
な
く
、
獨
立

性
あ
る
存
在
で
は
な

い
」

、こ
す
る
謂
で
あ
ろ
。
故

に
叉
た
、
諸
行
無
常
は

「
個
別
現
象

一
般
は
相
依
縁
起
性
の
意
味
に
於

い
て

時
間
的
に
定

住
性
な
き
」
を
意
味
し
、
諸
法
無
我
は

「
個
別
現
象
の

一
々
に
塞
聞
的
な
實
體
性
を
認
め
な
い
」
こ
、こ
で
あ
る
。

　



其
處

で
、
諸
行
無
常
、
諸
法
無
我
の
二
個
の
命
題
か
ら
、
佛
敏
以
前
の
思
想
が
全

一
的
實
在
-こ
し
て
認
め
九
梵
こ
か
、

現
象
以
前
の
世
界

要
素
・こ
か
を
、
佛
敏
は
原
理
に
置
き
換

へ
て
居
る
こ
さ
が
知
ら
れ
る
Q
轉
變
諡
に
依
れ
ば
、

大
元
の
梵
か
ら
現
象
が
出

で
九
Σ
す
る
時
に
、

産
出
者

、こ
産
物
が
あ
る
こ
・こ
㌧
な
り
、
叉
た
逆
に
現
象
の
立
塲
か
ら
そ
の
本
質
た
る
自
我
を
求
め
て
、

此
れ
を
梵

に
歸

一
せ
し
め
ん
・こ
す

る

こ
Σ
も

依
然
、こ
し
て
個
別
・こ
そ
の
接
取
者
が
考

へ
ら
れ
る
。
然
も
個

々
の
現
象
は
梵

に
外
な
ら
す
、

梵
が
全
で
全
の
内
な
る
個
が
現
象
だ

、こ

言
は
ん

、こ
す
る
も
の
で
あ

る
。
叉
た
更
に
、
梵
は
純
精
紳
で
個
別
現
象
は
物
質
に
精
紳
自
我
を
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
Q

故
に
、
此
の
読
は

全

唄
精
祚
が
迷
妄
活
動

に
依

つ
て
現
象
物
を
産
出
し
、
現
象
物
は
そ
の
自
覺
に
於
い
て
全

一
精
祕
に
歸

一
す
る
Σ
言
ふ

理
論
,こ
な
り
、
現
象

物
は
全

一
精
榊
に
歸

一
す
る
可
能
性
こ
し
て
、
自
己
内
に
精
帥
的
自
我
を
與

へ
ら
れ
で
居
る
こ
ーこ
玉
な
る
。

然
し
て
精
棘
の
み
が
實
在
で
あ

る
、こ
さ
る
㌧
所
か
ら
物
は
す
べ
て
假
名
無
實
體

・こ
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

然
し
乍

ら
、
實
に
存
在
す
る
所
の
も
は
主
觀
精
紳
、こ
客
觀
事
物
・こ
の
不
可
分
な
相
依
縁
起
の
も
の
で
あ
る
。

個
々
の
人
生
内
容
は
心
に
依

つ
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
物
、
物
に
依

つ
て
促
さ
れ
る
心
で
あ
り
、
無
數
の
角
が
相
依
し
て

一
圓
を
な
す
如
く
個

々
は

相
依
相
關
し
て

一
全
體

を
な
す
。
個

々
現
象
は
互
に
他
の
生
起
滅
沒
の
原
因
で
あ
る
。
か
く
し
て
す
べ
て
に
通
す
る
も
の
は
相
依
性

(縁
起
)
の
原
理
で
あ
る
。

佛

教
以
前
の
思
想
が
精
祚
的
な
實
在
を
想
定
し
た
の
は
、
勿
論
物
質
肉
體
の
無
常
を
恐
れ
、
精
祚
の
不
滅
を
要
請
し
た
か
ら
で
あ
る
が
、

そ
の

精
榊
は
原

理
を
預
想
す
る
も
の
で
あ

つ
た
。
此
の
原
理
た
る
べ
き
も
の
を
、
明
瞭
に
原
理
・こ
し
て
取
上
け
た
も
の
が
佛
敏
で
あ
る
。

一
切
の

現
象
個
別

は

一
つ
の
原
理
に
依
つ
て
個
相
を
持
ち
、
然
も
そ
の
個
は
原
理
に
依
つ
て
全

一
を
な
す
。
故
に
個
は
原
理
を

自
覺
す
る
こ
・こ
に
依

つ
て
、
個
相
の
生
滅
如
何
に
拘
は
ら
す
全

に
於
い
て
生
き
得
る
。
個
相
に
生
命
を
局
限
す
る
こ
、こ
か
ら
離
れ
て
、

原
理
に
生
命
を
求
め
、
原

理
に
依

つ
て
生
き

る
全

「
に
自
體
を
求
め
る
r)
'/)
に
依
つ
て
、
Ψ個
は
正
し
き
原
理
の
示
す
生
き
方
を
な
し
得
る
。

個
相

の
獨
立
性
を
感
じ
そ

の
永
遠
性
を
無
靦
す
る
こ
・こ
が
、
無
明
で
迷
盲
感
情
で
あ
り
、
煩
惱
の
根
で
あ
る
。

9



か
曳
る
意
味
の
原
理
が
縁
起
で
あ
り
、
か

㌧
る
縁
起
の
理
を
發
見
す
る
途
が
、

現
實
的
な
生
老
死
等
の
無
常
の
事
實

へ
の
正
觀

で
あ
る
。

10

 

縁

起

説

の

慧

義

無
常
無

我
の
主
張
が
佛
教
全
般
の
言
は
ん
ーこ
す
る
原
則
で
あ
る
が
、
此
の
原
則
の
内
面
の
意
義
を
な
し
て
居
る
も
の
は

「是
れ
有
る
が
故

に
彼
れ
有
り
、
此
れ
を
生
す
る
が
故
に
彼
れ
生
す
、
此
れ
無
き
ーこ
き

に
彼
れ
無
く
、
此
れ
滅
す
る
が
故

に
彼
れ
滅
す
」

の
縁
起
の
原
理
で
あ

る
。
佛
陀

の
悟
り
は
、
生
老
病
死
の
人
生
事
實
を

「
何
故
に
苦
で
あ
る
か
」
か
ら
出
發
し
て
、

此
の
縁
起

の
原
理
を
見
出
す
こ
.こ
に
依
つ
て

解
決
さ
・れ
た
の
で
あ
る
。
佛
陀
は
、
個
人
生
活
に
於
い
て
、
生
老
病
死
は
當
然
の
事
實
な
る
に
、

此
の
事
實

に
基
づ
く
各
個
人
の
生
活
が
何

故

に
苦
、こ
な
る
か
に
つ
い
て
、
所
謂
十
二
支
縁
起
な
る
も
の
を
説

い
た
。
帥
ち

「
無
明
に
縁
り
て
行
あ
り
、

行
に
縁
り
て
識
あ
り
」
の
説
き

方
で
無
明

・
行

・
識

・
名
色

・
六
處

・
觸

・
受

・
愛

・
取

・
有

・
生

・
老
死
苦
・こ
列
ね
る
も
の
で
あ
る
。

十
二
支
縁
起
で
、
佛
教
的
な
意
味
を
明
瞭
な
ら
し
め
て
居
る
點
は
、
無
明

引
行

・
識
等
の
配
列
で
無
明
が
最
初
に
於

か
れ
て

あ
る
點
で
あ

る
。
無
明

は
言
ふ
迄
も
な
く
正
見
正
知
な
き
こ
,こ
で
、
現
象
個
別
の

一
個
を
捕

へ
て
獨
立
自
存
の
自
我
・こ
す
る
こ
、こ
で
あ
り
、

行
は
諸
行
の

行
で
、
・無

明
に
依
つ
て
獨
立
的
自
我
-こ
限
定
さ
る
㌧
も
の
で
あ
る
。
佛
教
以
前
の
考

へ
方
か
ら
す
れ
ば
、
眞
實
の
梵
が
あ

つ
て
、

無
明
的
な

活
動
か
ら

現
象
個
我
が
發
展
す
る
。
然
し
佛
數
的
な
立
瘍
か
ら
す
れ
ば
無
明
觀
念
が
現
象
を
個
我
に
限
定
し
、

無
明
觀
念

に
依

つ
て
自
我
觀

を
與

へ
ら
れ
て
個
我
が
、
自
我
意
識
を
確
立
し

(識
)
す
べ
て
の
も
の
を
そ
の
立
瘍
に
於
い
て
意
味
づ
け

(名
色
)
感
覺
器
官

(
六
處
)
に

現
は
る

玉
一
切
を

(
觸

・
受
)
を
自
我
的
に
受
け
取
り

(受
取
)
自
我
的
な
行
動
生
活
を
始
め
る

(
有

・
生
)
か
㌧
る
生
活
行
動
に

老
死
等

が
苦

-こ
な

る
の
で
あ
る
。
か
㌧
る
意
味
を
明
に
す
る
も
の
が
十
二
支
縁
起
で
あ
る
。
元
來
個
別
現
象
は
全

一
な
る
も
の

㌧
外
相
で
あ
り
、

か

曳
る
外
相
を
提
起
し
て
居
る
内
面
の
統

}
原
理
は
縁
起
の
原
理
で
あ
る
。

「
々
の
外
相

に
見
ら
る
變
化
相
は
縁
起
の
原

理
に
從
ふ
も
の
で
、



個
の
立
傷

に
於

い
て
左
右
す
べ
き
も
の
で
な
く
、
必
然
の
も
の
で
あ
る
。
從
つ
て
全

一
の
外
相
の

一
た
る
個
相
が
自
ら
自
我
意
識
を
持
ち

自

立
し
て
全

を
支
配
せ
ん
・こ
し
て
も
出
來
な
い
の
で
あ

る
。
此
の
不
可
能
が
自
我
的
立
瘍
に
於
け
る
老
死
等
の
苦
感
-こ
な

る
の
で
あ
る
。

所
謂

「道
理
に
違
逆
す
る
所
に

一
切
法
苦
、こ
な
る
」
の
で
あ
る
。
か

x
る
苦
は
、
個
々
の
外
相
に
全
か
ら
獨
立
し
た
自
我
槻
念
を
與

へ
た

無
明
觀

念
に
出
發
す
る
も
の
で
、
苦
は
物
質

・
肉
體
で
も
な
く
、
生
老
死
無
常
の
事
實
で
も
な
く
、
全
く
觀
念
で
あ
り
無
實
體

で
あ
る
。

此
處

に
、

轉
變
論
が
唯

一
精
祚
梵
を
實
在
、こ
し
て
、
其
れ
か
ら
出
で
九
物
を
苦

・
妄
、こ
な
し
、

此
れ
を
再
び
唯

一
精
祕
梵

に
歸

一
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
・こ
し

た
も
の
ご
、
理
論
の
立
瘍
を
異

に
し
つ
㌧
相
通
す
る
印
度
的
性
格
を
見
ね
ば
な
ら
な
い
。

轉
變
詮
に
於

い
て
、
現
象
苦
、
個
我
生
活
か
ら
全

一
梵

に
讎

一
解
娩
す
る
に
は

「
自
我
は
梵
で
あ
る
」

、こ
の
明
知
を
得
れ
ば
よ
い
ーこ
さ
れ
た
が
、
佛
歡
で
は
す
べ
て
は

縁

起
性
の
も
の
ーこ
知
れ

ば
よ
い
ーこ
さ
れ
る
。
「縁
起
を
見
る
も
の
は
法
を
見
ろ
」
-こ
言
は
る
x
の
が
是
れ
で
あ

る
。

一
切
の
個
を
す
べ
て
縁
起
性

の
も
の
ーこ
見

る
こ
ーこ

は
、
個
々
現
象
を
其
の
内
面
の
實
性
に
於

い
て
善
遍
原
理
に
依

つ
て
あ
る
ーこ
見
る
こ
ーこ
で
、

善
遍
原
理
の
眞
理
性
を
以

つ
て
全
を
肯
定
し
て

個
別
な
も
の
を
獨
立
し
た
諸
實
在
-こ
し
な

い
こ
ーこ
で
あ
る
。

叉
此
の
t
)"/)
は

一
切
を
全

マ
こ
し
て
居
る
原
理
の
上
に
各
種
個
相
の
現
實
を
、

原
理
に
應

じ
て
生
か
す
こ
ーこ
で
も
あ
る
。
此
れ
が
佛
教
の
塞
觀
、こ
も
言
は
る
㌧
も
の
で
あ

る
。

唯
だ
、

か
㌧
る
佛
教
の
思
考

に
於
い
て
殘
さ
れ
た
問
題
は
無
明
始
源
の
問
題
で
あ
る
。

一
切
は
其
の
有
方
に
於

い
て

原
理
的
で
あ
り
、
縁

起
的
無
常

で
あ
る
。
か

㌧
る
原
理
的
な
有
り
方
を
し

つ
丶
あ
る
も
の
が
、
如
何
に
し
て
反
原
理
的
な
個
在
感
を
持

つ
た

か
で
あ
る
。

此
の
問

題
は
、
梵

を
読
く
側
で
も
同
樣
で
唯

一
純
精
紳
的
梵
が
、
そ
の
ま

曳
で
正
か
る
べ
き
も
の
が
、

如
何
に
し
て
迷
妄
た
る
物
的
現
象
を
生
じ
た

か
で
あ
る
。
此
の
こ
.こ
は
佛
教

に
於
い
て
も
決
せ
ら
れ
て
居
な
い
が
1

起
信
哲
學

の
無
明
論
、

天
台
教
學
の
性
善
性
惡
論
は
共
に
此
れ
を

取
り
扱

つ
た
が
、
前
者
は
無
始
、こ
名
づ
け

つ
㌧
忽
然
念
起
の
偶
發
論
に
絡
り
、
後
者
は
先
天
説

-こ
な
つ
た

-

然
し
人
聞
が
其
の
人
聞
的
感

情
に
依
る
生
き
方
を
な
し
て
居
る
限
り
生
老
死
を
負
ふ
人
世
は
苦
で
あ
り
、

誤
り
で
あ
る
・こ
見

る
の
が
印
度
思
想
の
全
般
的
立
塲
で
あ
る
。
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か
く
て
、

現
實
は
誤
り
な
る
限
り
、
無
明
は
生
凱
倶
な
る
も
の
で
あ

る
。
生

-こ
倶
な
る
ご
は
、

生
、こ
倶
に
誤
り
は
始
つ
て
居
ゐ
こ
、こ
を
言
ふ

の
で
、
現

に
誤
の
が
あ
る
こ
、こ
が
無
明
が
あ

る
こ
、こ
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
。
從

つ
て
客
觀
的
に
印
度
思
想
を
評
す
る
な
ら
ば
、

現
實
の
老

死
が
苦
、こ
さ
る
人
生
を
談
り
・こ
し
て
否
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
、こ
が
、
現
實
人
生
を
迷
妄

現
象

・こ
し
、

そ
の
動
力
因

に
無
明
を
設
定
せ
ね
ば
な

ら
な
か
つ
九
理
由
で
あ
る
。

12

 

五

蘊

無

我

説

人
關
の
主
郷
意
識
を
頂
點
、こ
し
て
組
立
て
ら
れ
て
贋
る
入
生
内
容
を
分
柝
的
に
取
扱
つ
た
も
の
が
五
蘊
詮
で
あ
り
、

佛
陀
が
筌
間
的
に
人

無
我
叉
は
諸
法
無
我
を
論
證
す
る
際

に
ぼ
必
す
此
れ
を
用
ひ
九
の
で
あ
る
。

五
蘊

-こ
は
色
蘊

・
受
蘊

・
想
蘊

・
行
蘊

・
識
蘊
で
あ
る
。
色
蘊
ぱ
形
量
、
色
彩
に
依

つ
て
知
ら
る
㌧
も
の

㌧
こ
、こ
で

諸
物
質
で
あ
り
、
受

蘊
は
苦

・
樂

・
中
庸
等
の
諸
種
の
感
覺

で
あ
り
、
想
蘊
は
感
覺

の
取
像
表
象
で
あ
り
、

行
蘊
は
相
蘊
の
取
像
表
象
を
識
蘊
を
し
て
意
識
概
念

せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
同
時

に
五
蘊
全
體
を
し
て
成
立
せ
し
め
統

一
し
て
人
格
的
存
在
若
し
く
は
各
人
の
人
生
を

形

成
せ
し
む
る
も
の
で

あ
る
。
第

五
の
識
蘊
は
識
別

・
意
識
の
働
き
で
あ
る
。
人
生
内
容
を
此
の
樣
な
五
經

に
分
け
る
な
ら
ば

「
五
蘊
は
人
生
の
構
成
要
素
で
、
其

の
結
合
が
入

生
で
あ
る
」

.こ
言
ひ
得
ら
れ
る
し
、
法
の
組
合
せ
か
ら
は

「
色
が
受

・
想

・
行

・
識
さ
れ
て
居
る
歌
態
が

人
生
で
あ
る
」
、こ
も

言

へ
る
。
然
し
五
蘊
ぱ
先
天
的
な
要
素
で
は
な
く
縁
起
性
の
も
の
、
l
、/Jﾔ
關
係
に
於
い
て
其
れ
其
れ
の
法
、こ
し
て
の

行
相
を
な
し
て
居
る

も
の
で
あ

る
。
其
れ
よ
り
も
徇
ほ
重
要
な
こ
、こ
は
、
五
蘊
が
あ
つ
て
人
生
を
構
成
し
て
居
る
の
で
は
な
・丶
、

人
生
・こ
言
は
る
㌧
人
格
的
な
存

在
を
論
理
的
に
五
つ
観
黜
か
ら
法
分
別
し
て
得
ら
れ
た
も
の
が
五
蘊
な
る
こ
、こ
で
あ
る
。

此
處
に
人
生
,こ
は
、
其
の
人
の
主
擱
意
識
を
頂
點
、こ
し
て
、
時
聞
的
に
察
觀
的
に
客
觀
化
さ
れ
て
屠
る

一
切
を
底
面

-こ
す
る
立
體
的
な
も



の
を
想
定
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
然

し
乍
ら
、
此
の
樣
な
立
體
的
な
も
の
に
於

い
て
主
觀
・こ
客
觀
を
分
け
る
の
は
凡
そ

分
別
理
解
の
爲
め
で

あ

つ
て
、
事
實
は
主
觀
の
内
容
は
す
べ
て
客
觀
で
あ
り
、
客
槻
は
主
親
に
攝

せ
ら
れ
て
主
觀
内
容
た
る
も
の
で
、
存
す
る
も
の
は

主
觀

-こ
客

觀
の
不
可
分
に
紐
み
合
は
つ
て
居
る
歌
態
の
み
で
あ
る
。
五
蘿
の
法
分
別
は
此
の
立
髓
的
な
も
の
㌧
頂
點
か
ら
識
蘊

を
、

底
面
か
ら
色
蘊
を

取
り

上
げ
て
、
此
兩
者
が
上
下
か
ら
融
合
せ
る
部
分
に
愛
想
二
蘊
を
見
出
し
、
此
等
色
受
想
識
を

「
立
體

.こ
し
て
の

結
合
歌
態
を
構
成
せ
し

め
性
格
づ
け
て
居
る
力
的
な
も
の
を
行
蘊

・こ
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

行
蘊
は
五
蘊
の
分
類
で
は
そ
の
中
の

一
要
素
た
る
に
過
ぎ
な

い
が
、
元
來
此
の

「
行
」
は
諸
行
無
常
の

「
行
」

・こ
同

一
文
字
で
、

す
べ
て

の
存

在
の
内
面
原
理
た
る
縁
起
性
を
意
味
し
、
叉
縁
起
性
の
も
の
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
帥
ち
人
生
・こ
せ
ら
る

㌧

一
切
が
縁
起
性
た
る
は

行
蘊

が
性
格
づ
け
て
居
る
爲
め
で
あ
り
、
五
蘊
-こ
分
け
ら
る
㌧
存
在
が
縁
起
性
の
存
在
た
る
は
行
蘊
が

域
立
者
な
る
が
爲
め
で
あ
る
。

一
人
格
的
存
在
を
色
受
想
識
四
蘊
を
以
つ
て
質
料
因
、こ
し
て
縁
起
性
の
も
の
ーこ
し
て
成
立
せ
し
め
て
居
る
く」
こ
ろ

の
縁
起
の
原
理
を
行
蘊

,こ
し
て
動
力
因
的
な
要
素

に
取
り
上
げ
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
唯
だ
縁
起
の
原
理
-こ
言
ふ
塲
合
は
、

}
切
の
個
別
現
象
を
縁
起
し
て
居
る
ーこ

こ
ろ
の

一
切
の
現
象
に
普
遍
な
原
理
を
意
味
す
る
も
の
で
、
叉
其
れ
故
に
個
別
現
象
を
ば
、
そ
の
縁
起
性
た
る
を
通
じ
て
、

曹
遍
的
な
原
理

へ
還
元
す
る
方
向
を
取
る
。
然
し
乍
ら
行
蘊
の
瘍
合
は
個
別
現
象

へ
の
動
力
因
的
な
契
機
を
持
ち
、

縁
起
性
の
個
別

現
象
化
の
方
向
を
取
る

も
の
で
あ
る
。
縁
起
性
、
造
作
性

(
行
的
性
格
)
は
個
別
現
象

に
善
遍
の
性
で
あ
み
が
、

曹
遍
原
理
-こ
し
て
の
縁
起

を
論
す
る
傷
合
は
個
別

性
格
を
塞
じ
て
曹
遍

へ
還
元
を
意
味
し

(
悟
境

へ
の
方
向
)
行
蘊

-こ
し
て
取
り
上
ぴ
る
翳
合
は
個
別
が
個
的
性
格
を

現
出
す
る
傷
合

(
迷
ひ

の
方
向
)
を
意
味
す
る
。
か
く
て
行
蘊
は
各
々
の
入
格
的
存
在
を
性
格
づ
け
て
縁
起
し
行
く
も
砂
で
あ
る
。

五
蘊
分
別
に
從
つ
て
、
組
織
さ
れ
た
人
生
を
筌
聞
的
に
見
る
な
ら
ば
、
五
蘊
が
不
可
分
の
統

一
態
を
な
し
て

一
人

生
た
る
入
格
的
存
在
を

形
成
す
る
。
其
の
統

一
に
於
い
て
統

「
者
的
な
も
の
,こ
し
て
現
出
さ
る
㌧
も
の
を
人
聞
意
識
-こ
言
ふ
な
ら
ば

此
の
意
識
が
人
間
心
で
あ
る
。
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そ
れ

は
五
蘊
の
統

一
に
依
つ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
五
蘊
全
體
を
内
容
・こ
し
て
居
る
も
の
で
あ
る
が
、
此
の
人
間
心
の
等
流
相
績
が

人
生
の
時
聞

的
流
動
で
あ
る
。

か

～
る
人
聞
心
の
成
立
帥
ち
五
蘊
の
統

一
的
結
合
を
な
さ
し
む
る
動
力
因
的
立
塲
に
置
か
る
㌧
も
の
が
行
蘊
で
あ

る
。

五
蘊
に
於
い
て
は

識
は
主
觀
的
分
別
を
代
表
し
色
は
そ
の
對
象
た
る
客
觀
事
物
を
意
味
し
、
此
の
兩
者
の
結
合
統

一
の
上
に
現
は
る

」

高
次
の
主
獅
が
人
聞
心

で
あ

る
。
此
の
高
次
の
主
觀
を
作
る
爲
め
の
低
次
の
主
觀
的
な
識
羅
、こ
客
觀
的
な
色
蘊
の
兩
者
か
ら
の
接
觸
面
を
な
す
も
の
は

想
蘊

ご
受
蘊

で
あ
る
。
帥
ち
色
は
感
覺
に
依
つ
て
識
は
取
像
表
象
を
通
じ
て
爾
者
は
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。
然
し
、

此
の
受
蘊
想
蘊
を
自
己
の
兩
両

こ

し
自

ら
は
結
合
構
成
の
力
用
た
る
も
の
は
行
蘰
で
あ
る
。
然
も
共
の
力
用
は
個
別
的
性
格
を
決
定
す
る
も
の
曳
結
合
歌
態
、

即
ち
構
成
さ
る

べ
き

入
生

(
人
格
的
存
在
)
が
其
の
あ
る
べ
き
歌
態
を
性
格
づ
け
ら
る
」
動
力
因
、こ
な
り
居
る
も
の
で
あ
る
。

行
蘊
が
か

玉
る
性
格
者
で
あ
る
こ
ε
は
、
行
蘊
を
獨
立
し
て
定
義
付
け
る
瘍
合
に

「
行
は
受

・
想

・
思

・
觸
な
り
」

、こ
さ
る
」
こ
・こ
で
明

瞭
で
あ
る
。
此
の
定
義
は
五
蘊
分
別
を
な
さ
な
い
瘍
合
に
も
行
蘊
の
内
容
、こ
し
て
繰
返
さ
る

㌧
も
の
で
、

行
蘊
が
結

局
に
於
い
て
各
個
別
の

人
格
的
存
在
の
維
持
統

一
者
た
る
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
帥
ち

「
行
は
受

・
想

・
思

・
觸
」
、こ
言
は
る

翳
合
の

「受
」

は
勿
論
受
蘊
で

あ
り
、
受
蘊
は
感
覺
で
色
蘊
を
預
想
し

「
想
」

は
想
蘊
で
了
別
の
識
蘊
に
通
す

る
も
の
で
、
受
想
二
蘊
が
行
蘊
の
兩
面
を
な
し
、

行
蘊

に
依

つ
て
他
の
四
蘊
の
攝
せ
ら
る
㌧
を
意
味
す
る
。
叉
た
行
蘊
の
結
合
的
力
用
た
る
を
意
味
ず
る
も
の
が

「
觸
」
で
、
觸

の
働
き
は
識
-こ
色

(根

境
識

和
合
)
の
觸
合

¶こ
言
は
れ
主
觀
的
な
識
別
ξ
客
觀
的
な
物
境
の
合

一
隔こ
さ
れ
る
。
か
曳
る
受

・
想
を
其
の
兩
翼

-こ
し
て

自
己
の
働
き
、こ

し
て
主
觀
精
紳
、こ
客
觀
事
物
の
結
合
を
意
味
す
る
働
き

(
行
相
)
を
外
相
・こ
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
居
る
も
の
が
行
蘊
で
あ
る
。

然
し
て
其

の
働
き
を
し
て
傾
向
づ
け
る
行
蘊
の
内
面
の
本
質
が

「
思
」
、こ
し
て
示
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
思
は
通
常
意
志
、こ
解
釋
さ
れ
て

居
る
文
字

で
あ

る
が
、
あ
ら
ゆ
る
生
活
意
識
が
具
體
化
す
る
以
前
の
生
存
意
欲
で
あ
る
。
現
在
の
人
格
意
識
の
成
立
發
展
を

傾
向
づ
け

つ
瓦
あ
り
、
而
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も
現
在
生
活
か
ら
性
格
づ
け
ら
れ
て
、
次
の
人
格
的
存
在
の
成
立
を
促
す
意
欲
の
こ
・こ
で
、

大
乘
敦
學
が
阿
頼
識
-こ
名
づ
け
た
も
の
を
繼
績

せ
し

め
る
も
の

(
摩
那
)
、
阿
黎
耶
識
に
於
け
る
無
明
業
相
を
促
す
も
の
、
十
二
縁
起
の
無
明
で
あ
り
、

數
論
の
自
性
を
活
働
せ
し
め
る
禪

我
の
結
び
つ
き
等
が
合
せ
考

へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
從

つ
て
、
思
を
動
因
ミ
し
て
受

・
想

・
觸
の
働
き
、こ
な
る
行

は

阿
頼
耶
の
原
相
で
あ

り
、
自
性

、こ
紳
我
の
結
合
せ
る
も
の
で
あ
り
、
轉
變
読
の
梵
が
現
象
發
現
の
活
動
欲
を
持
つ
た
も
の
に
對
比
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

行
蘊
は
現
在
生
活
に
於
け
る
そ
の
人
の
人
生
、こ
し
て
の
人
格
的
存
在
の
成
立
者
で
、

同
時
に
現
在
が
次
生
の
存
在
を
成
立
す
る
創
造
的
力

で
あ

る
。
か
丶
る
行
の
創
造
性
が
思
で
、
思
が
受

・
想
を
接
觸
面
-こ
し
て
主
觀
性
の
識

、こ
客
觀
性
の
色
を
觸
合
せ
し

め
て
、

五
蘊
結
合
・こ
言

は
る

x
統

一
的
態
を
成
立
せ
し
め
る
Σ
見
る
の
が
、
五
蘊
設
の
成
立
的
解
釋
で
あ
る
。

五
蘊
は
そ
の
法

、こ
し
て
設
定
さ
れ
た
經
過
か
ら
は
、
現
在
の
人
生
々
活
か
ら
論
理
的
な
法
分
別
に
依
つ
て
建
立
さ

れ
た
も
の
で
、

行
蘊
は

現
在
の
主
觀
的
識
別
-こ
客
觀
的
事
物
の
結
合
上
に
成
立
す
る
高
次
の
統

一
的
主
觀
た
る
人
聞
心
に
つ
い
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

然
も

次
の
存
在
を
現
在
の
存
在
の
流
れ
・こ
し
て
、
別
個
無
縁
な
ら
ざ
る
存
在
、こ
し
て
創
造
繼
綾
せ
し
め
る
動
力
因
で
あ
み
。

然
し
行
蘊
は
過
去
、

現
在
、
未
來

へ
、こ
不
變
な
相
續
者
で
は
な

い
。
現
在
の
存
在
を
促
し
傾
向
づ
け
絡
つ
た
も
の
で
あ
り
、

現
在
の
存
在
が
そ
の
有
方
に
於
い
て

發
生

せ
る
も
の
で
あ
り
、
未
來
の
存
在

へ
の
動
力
因
、こ
し
て
働
き
、
未
來
存
在
の
成
立
は
そ
の
因
が
結
果
し
経
れ
る
果
で
あ
る
。

然

し
乍
ら
、
五
蘊
無
我
は
人
生
の
成
立
的
な
解
釋
の
爲
め
の
も
の
で
な
く
、

そ
の
反
對

へ
の
實
踐
理
論
-こ
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

現
在

の
人
生
を
構
成
す
る
所
の
、
主
觀
精
祚
,こ
其
の
内
容

、こ
な
る
客
觀
事
物
を
結
合
す
る
所
の
行
蘊
に
依

つ
て
、

そ
の
人
生

・こ
し
て
の
有
り

方
が
傾
向
づ
け
ら
れ
る
。
行
慈
が
創
造
者
た
る
こ
ご
に
依
つ
て
、
人
生
、こ
し
て
の
有
り
方
が
先
天
的
な
も
の
で
な
く
、

造
作
さ
れ
た
る
も
の

た
る
を
意
昧
し
、
行
蘊
の
本
質
が

「
思
」
た
る
こ
ーこ
に
依

つ
て
、
人
生
は
人
間
的
意
欲
か
ら
出
發
す
る
も
の
、

此
の
意
欲
の
正
邪
が
人
生
存

在
の
眞
、
妄
の
有
り
方
を
決
定
す
る
こ
・こ
を
意
味
す
る
。
人
聞
的
存
在
意
欲
は
佛
陀
の
十
二
縁

起

及
び

四
諦
に
依

れ
ば

無
明

・
漏
愛
で
あ
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る
。

此
等
は
、
現
象

の
縁
起
性
た
る
こ
ご
、
人
生
の
有
り
方
が
行
蘊
の
造
作
た
る
こ
ーこ
を
知
ら
す
、

曹
遍
原
理
に
反
し
て
自
の
個
在
の
不
變

獨
立
性
の
自
覺
、こ
自
我
に
依
つ
て

一
切
を
規
定
せ
ん
・こ
す
る
こ
、こ
で
あ
る
。

五
蘊
論
が
、
現
實
に
あ

る
人
生
か
ら
論
理
的

に
求
め
ら
れ
、
行
蘊
が
現
在
人
生
の
統

一
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
も
の
た
る
こ
・こ
は
、

人
生
現

象
の
始
源
者
無
明
を
太
初
的
に
求
め
な
い
佛
歡
的
立
塲
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
印
度
思
想
的
に
-1

宗
敏
的
な

一
般

の
態
度
で
も
あ
る
所
の

ー
i

現
實
の
人
聞
的
な
有
り
方
を
否
定
し
、
人
聞
的
生
き
方
を
促
す
も
の
を
清
算
し
た
所
に
聖
な
る
眞
な
る
生
き
方
を
認
め
る
こ
、こ
は
、

佛

教
の
最
後
の
目
的
で
あ

る
。
個
別
の
諸
現
象
に
於
い
て
個
の
獨
立
的
恣
意
性
を
許
さ
な
い
こ
ご
も
印
度
的
な
も
の
で
あ
る
。

全

一
を
預
想
す

る
傷
合
に
普
遍
原
理
に
求
め
た
所
に
、
印
度
思
想
の
完
成
者
、こ
し
て
の
佛
敏
的
意
義
が
あ
る
。
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