
三
世
実
有

説
に

つ
い
て
8

(
高

橋
)

一
八
六

三
世
実
有
説

に

つ
い
て
(
一
)

高

橋

邦

男

有
部

の
三
世
有
説
は
古
く
よ
り

「
三
世
実
有

・
法
体
恒
有
」
な
る
用

語
で
以

て
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
三
世
実
有
と
法
体
恒
有
を
内
容
と
す

る
が
、
従
来
そ
の
両
者
の
関
係
に
は
あ
ま
り
詳
細
な
考
慮
が
払
わ
れ
ず
、

三
世
実
有

を
法
体
恒
有
の
従
属
的
な
事
柄
と
な
し
て
き
た
の
が
こ
れ
ま

で
の
一
般
的
な
見
解
で
あ
る
と
言
え
る
。
「
世
無
二
別
体
↓
依
レ
法
而
立
」

と
い
う

の
が
仏
教
の
諸
派
に
共
通
す
る
態
度
で
あ
つ
て
み
れ
ば
、
か
か

る
見
解

は
当
然
認
容
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
両
者
の
関

係
を
仔
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
受
け
入
れ
難
い
結
果
と
な
る
の
で
あ

る
。
三
世
実
有
説
が
孕
む
最
も
重
要
な
問
題
は
、
そ
れ
と
諸
行
無
常
の

根
本
命
題
と
が
い
か
に
し
て
調
和
し
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か

ら
、

こ
の
観
点
か
ら
ま
ず
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

諸
行
無
常
の
阿
毘
達
磨
的
解
釈
は
刹
那
滅
の
考
え
に
よ
つ
て
な
さ
れ

て
お
り
、
刹
那
滅
は
有
為
相
論
と
結
び
付
い
た
形
で
説
明
せ
ら
れ
て
い

る
。
有
部

の
掲
げ
る
有
為
相
は
生

(
j
a
t
i
)

・
住

(
s
t
u
y
t
)

・
異

(
j
a
y
u
)

・

滅

(
a
n
u
y
u
r
t
)

の
四
相
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
有
為
相
は
事
物
の
変
化

の
様
相
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
無
常
せ
し
め
る
作
用
を
有
す
る
実
体

と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
も
ま
た
有
為
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

生
相

は
因
縁
と
合
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
未
来
世
に
お
い
て
既
に
自
体
を
有

し
て
存
在
し
て
い
る
有
為
法
を
現
在
世
に
生
起

せ
し
め
、
続
い
て
住

・

異

・
滅

の
三
相
が
現
在
世
に
お
い
て
作
用
を
起

こ
す
。
有
部
は
、
こ
の

現
在
世
に
お
け
る
三
相
は
同
時
に
作
用
を
起
こ
す
が
、
そ
の
作
用
の
顕

現
す
る
の
は
順
次
的
で
あ
る
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
住
相
の
作
用
は
有

為
法
を
現
在
世
に
止
ま
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
り
、
異
相
が
そ
の
住
相
の

作
用
を
衰
老
せ
し
め
、
滅
相
が
そ
れ
を
滅
せ
し
め
る
働
き
を
な
す
こ
と

に
よ
つ
て
、
有
為
法
は
現
在
世
よ
り
過
去
世

へ
落
謝
す
る
。
こ
の
生
乃

至
滅
の
過
程
が

一
刹
那
で
あ
る
。
生
は
生
相
の
作
用
の
結
果
す
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
乃
至
滅
は
滅
相
の
作
用
の
結
果
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現

在
は
四
相
が
そ
の
作
用
を
顕
現
す
る
結
果
あ
る
い
は
過
程
で
あ
る
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
無
常
と
は
こ
う
し
て
有
為
相
の
作
用
が
消
滅
す

(1
)

る
こ
と
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
有
為
法
が
過
去
世
へ
消

え
去
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
滅
相
の
然
ら
し

め
る
と
こ
ろ
で
あ

つ

て
、
有
部
は
滅
相
に
無
常
の
直
接
的
な
因
由
が
あ
る
も
の
と
す
る
の
で
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あ
る
。
滅
相
の
滅
に
a
n
i
t
a
y
a
a
t
a
 

(無
常
性
)
な
る
語
が
当
て
ら
れ
て
い
る

の
は
そ

の
た
め
で
あ
る
。
有
為
法
の
無
常
、
刹
那
滅
の
主
因
と
し
て
立

て
ら
れ
る
有
為
相
は
、
「
勝
義
諦
に
依
る
有
為
相
」
「
覚
慧
の
現
見
す
る

(2
)

有
為
相
」
「
刹
那
の
有
為
相
」
等
と
説
か
れ
、
そ
れ
は
法
体
恒
有
の
立
論

を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
の

で
あ
る
Q

有
部
に
よ
れ
ば
、
諸
法
は
時
と
因
を
待
た
ず
し
て
自
性
を
摂
す
る
。

こ
れ
が
勝
義
の
摂
で
あ
り
、
勝
義
に
お
い
て
諸
法
は
自
性
を
摂
す
る
が

故
に
、

そ
の
生
滅
は
個

々
的
で
あ
り
得
る
と
さ
れ
る
。

そ
う
し
て
諸
法

が
時
と
因
を
待
た
ず
し
て
自
性
を
摂
す
る
こ
と
を
説
明
し
て
、
「不
レ
待

レ時
者
、

諸
法
無
三
時
不
レ
摂
二
自
性
幻
以
三彼

一
切
時
不
レ
捨
二
自
体
一故
。

不
レ
待
レ
因
者
、
諸
法
無
レ
因
而
摂
二
自
性
幻
以
下
不
レ
待
二
因
縁
一而
有
中
自

(3
)

体
上
故
」
と
い
う
。
諸
法
が
自
性
を
摂
す
る
の
は
、

一
切
時

に
、
因
縁

を
待
た
ず
し
て
自
体
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
法

体
が
恒
有
で
あ
る
が
故
に
自
性
を
摂
す
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
恒
有
な

る
法
体
に
は
変
化

(
a
n
y
t
y
)が
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
未
来

世
よ
り
現
在
し
、
止
ま
り
、
そ
の
現
在
世
に
お
け
る
存
在
を
弱
め
、
そ

し
て
過
去
世
へ
消
え
去
る
に
す
ぎ
な
い
。
変
化
は
そ
う
い
う
諸
法
の
連

続
的
な
流
れ
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
有
部
に
よ
れ
ば
、

諸
法
の
連
続
的
な
流
れ
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
変
化
相
は
世
俗
の
有
為

相
な
の
で
あ
る
。
変
化
に
対
す
る
有
為
相
と
し

て
立

て
ら
れ
る
異
相

は
、
住
相
の
作
用
を
衰
老
せ
し
め
る
も
の
で
あ

つ
て
有
為
法
を
変
化
せ

し
め
る
と
い
う
働
き
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
有
為
法
の

体
に
変
化
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
正
し
く
恒
有
で
あ
る
の
は
有

為
相
に
よ
つ
て
可
能
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「恒
有
」
な
る
こ
と
の
う

ち
に
有
為
法
の
無
常
、
刹
那
滅
の
義
が
含
ま
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
法
体
恒
有
の
原
語
を

『
倶
舎
論
』

の
梵
文
で
見
る
に
、
そ

  
 

れ
は
。
a
v
t
y
r
t
'
s
f
d

で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
文
は
、
三
世
実
有
説
を
批
判
す
る
経
量
部
の
も
の
と
見
ら
れ
る

の
で
あ

つ
て
有
部
の
も
の
で
は
な
い
。
a
d
s
d
f
sは
言
う
ま

で
も
な

く
p
a
u
t
y
r
y
t
i

に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
り
、
法
体
が
恒

有

で

あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
性

の
摂
が
あ
る
と
さ
れ
る
場
合
の
、
そ
の
自
性

は
か
か
る
意
味
で
の
a
v
r
e
t
y
t
u
y

で
あ
る
が
、

こ
の
a
t
r
y
t
yに
は
、

既
に
綿
密
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

自
他

の
性
を
越
え
た
法

そ
の
も
の
の
体
と
し
て
の
意
味
が
あ
り
、
従

つ
て
法
体
恒
有
の
法
体
に

s
v
r
e
y
t
t
r

を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
に
、
有
部
の
正
統
説

と
さ

れ
る
世
友
の
位
不
同
説
の
中
で
d
a
y
u
y
iが変

わ
ら
な
い
と
さ
れ
て
い

(
5
)

る
の
で
、
a
r
e
r
t
y
r
t

も
法
体
の
意
味
を
持

つ
こ
と
は
疑

い
な
い
。
ま
た

a
t
m
a
sも
そ
れ
ら
に
通
じ
る
語
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
有
部
の
主
張
す
る
法
体
恒
有
の
恒
有
の
原
語

と
し
て
s
a
t
y
t
rが
妥
当
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ね

に
を
意
味
す
る
語
と
し
て
、
s
r
y
t
y
rの
他
に
n
u
y
t
e
u
r
t
 
s
a
s
t
y

s
a
d
a
 
d
t
r
y
e
t
r
e
t

(
s
t
r
y
t
 
s
y
o
i
u
o
i
u
 
k
a
l
e
)

等
を
挙
げ
る
こ
と

三
世
実
有
説

に
つ
い
て
(
一
)(高

橋
)

一
八
七
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三
世
実
有
説

に
つ
い
て
∩L

(
高

橋
)

一
八
八

が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
n
i
r
e
y
t
y

が
法
体
の
恒
有
を
示
す
語
と

し
て
適

切
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
s
a
u
i
y
t
iも
不

適
切
で
あ
る
こ
と
は
、
「毘
婆
沙
師
は
諸
行
の
恒
常
的
存
続
性

(
s
a
y
u
t
y

(
6
)

t
a
v
a
)
を
認
め
な
い
。
そ
れ
ら
は
有
為
相
を
具
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と

い
う
記
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
s
a
d
aも
n
i
t
y
r
mと
同
じ
意

(7
)

味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
見
い
出
さ
れ
る
の
で
除
外
し
た
い
。
そ
れ

か
ら

s
a
r
v
a
d
a

で
あ
る
が
、
こ
の
語
は
確
か
に
玄
婁
が
法
体
恒
有
と
訳

し
て
い
る
と
こ
ろ
の
恒
に
相
当
し
、
そ
れ
故
こ
の
語
に
対
し
て
な
ん
ら

疑
問
が
持
た
れ
ず
に
き
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
こ
の
語
を
法
体

の
恒
有
の
意
味
に
使
用
し
て
い
る
の
は
経
量
部
で
あ
り
、

こ
の
語
が
用

い
ら
れ
て
い
る
偶
頚
の
す
ぐ
前

の
、
こ
の
文
と
全
く
同
じ
こ
と
を
述

べ

て
い
る
と
見
ら
れ
る
所
で
は
s
a
d
a

で
は
な
く
n
i
t
y
u
y
u
t
r

が
用
い
ら

(8
)

れ
て
い
る
。
s
a
y
t
t
u
y

が
s
a
y
u
y
t
u
y

や
n
i
e
r
t
y
r

と
同
義
で
あ
る
こ
と
を

示
す
顕
著
な
用
例
と
し
て
、
善
心
の
中
に
つ
ね
に
十
大
善
地
法
が
存
す

る
と
さ
れ
る
箇
所
で
、
そ
の
つ
ね
に
の
語
は
、
偶
頽

で
は
s
a
u
y
t
で
あ
る

(9
)

が
、
そ

の
前
と
後

の
長
行
で
は
a
s
f
y
u
yと
n
i
u
y
t
r
に
な
つ
て
い
る

こ
と
を
挙
げ
得
る
。
従

つ
て
、
s
a
t
u
yも
有
部
の
三
世
実
有
説
に
は

馴
染
ま
な
い
語
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
語
に
対
し
て
s
a
y
u
t
u
r
(
s
a
y
t
u
y
u
,
 
s
a
y
i
i
u
i
e
l
)

の
方
は
ど
う
か
と
言
う
に
、
こ
れ
は
、
毘
婆
沙
師
は
諸
行
の
恒
時
存
在

(
1
0
)

性

(
s
a
y
u
y
t
u
y
a
)
を
明
確
に
認
め
る
と
さ
れ
る
の
で
、
法
体

の

恒
有
な
る
こ
と
を
示
す
に
妥
当
な
語
で
あ
る
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な

い
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
s
t
t
y
t
r
t
 
s
t
y
u
y
t
u
y

に
対
す
る
称
友
釈

は
、
y
a
m
e
r
 
y
u
t
e
o
u
 
s
e
r
m
 
k
e
r
t
r
 
v
e
r
y

(
1
1
)

b
h
a
y
u
 
n
i
r
t
e
u
 
p
a
t
y
r
t
y
と

な
つ
て
い
る
。
こ
こ
で
称
友
は
s
a
u
y
u
d

を
s
a
y
t
u
y
 
k
a
l
e
 

と
解
し
て
い
る
と
見
る
向
き
も
あ
る
が
、
そ
う
は

採
り
難
い
。
文
意
は
明
ら
か
に
前
文
で
有
部
の
見
解
が
、
後
文
で
そ
れ

に
対
す
る
経
量
部
の
批
判
が
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

つ
て
、
こ
の
称
友

釈
は
、
有
部
は
法
体
の
恒
有
を
s
a
y
t
u
y
u
 
k
a
u
t

な
る
語
を
用
い
て
説

く
が
、
そ
れ
が
s
a
t
y
t
u
t
y
u

や
n
i
r
e
t
y
e
t
y

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
論
難
さ
れ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

経
量
部
及
び
経
量
部
に
少
な
か
ら
ず
左
祖
す
る
世
親
が
、
有
部
の
い

(
1
2
)

う
法
体
恒
有
を
n
i
r
t
r
y
u

や
こ
れ
と
共
通
す
る
意
味
を
持
つ
語
で
以
て

理
解
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
論
難
に
お
い
て
表
わ
れ
て
い
る
。
n
i
r
t
y
u
e
r

等
に
よ
つ
て
示
さ
れ
る
時
は
現
在
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
は
刹
那
刹
那

の
連
続
す
る
今
の
こ
の
一
刹
那
で
あ
り
、
絶
え
ず
今
の
こ
の
刹
那
と
い

う
性
格
を
有
し
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
現
在
は
永
遠
で
あ
り
、
永
遠
に

連
続
す
る
時
で
あ
る
。
そ
れ
故
n
i
r
t
e
y
t
r
y

等
に
よ
つ
て
示
さ
れ
る
存
在

の
相
は
、
永
遠
な
る
現
在
に
お
い
て
変
わ
ら
ぬ
も
の
と
し
て
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
法
体
恒
有
の
説
に
対
す
る
論
難
は
、
法
体
が

そ
の
よ
う
に
し
て
存
在
す
る
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
有
部
の

主
張
す
る
法
体
の
恒
有
は
s
a
t
y
t
u

(
s
a
y
u
i
y
s
a
f
d
a
 
k
a
l
e
)

a
s
t
i
で
あ
り
、
未
来
↓
現
在
↓
過
去

へ
の
存
在
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
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s
a
s
d
a
s
d
が
三
世
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
『
倶
舎
論
』
に
、
s
a
t
y
t

b
s
d
f
d
f
 
s
y
u
y
i
i
-
d
y
y
u
y
t
u
-
d
i
u
y
i
u
i
u
 
l
a
t
u
y
t
u
y
t
 
a
y
i
y
t
i
u
y

-

b
h
y
r
i
t
i
e

と
あ
り
、
玄
婁
、
真
諦
が

「
従
二恒
時
一者
、
謂
従
二
過
去
現
在

未
来
蔽
処
界
一得
」
「
従
二
一
切
時
陰
入
界
一所
レ得
。
謂
過
去
現
世
未
来
」

(
1
3
)

と
訳
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
法
体
恒
有
と

は
法
体
が
三
世
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
法

体
が
未
来
↓
現
在
↓
過
去

へ
と
恒
時
に

(
s
r
y
t
y
t
r
y
t
 
s
y
u
t
y
u

r
v
r
e
y
e
t
 
k
a
l
r
)

存
在
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
が
有
為
相

で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
有
為
相
は
法
体
恒
有
を
論
理
的
に
可
能
に
す
る
た
め

に
立
て
ら
れ
て
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
恒
有
と
は
三

世
に
移
行

し
て
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
有
為
相
の
作
用
の

生
滅
が
必
要
と
さ
れ
、
有
部
は
こ
の
作
用
の
滅
に
よ
る
有
為
法

の
過
去

世

へ
の
落
謝
を
無
常
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
恒
有
な
る
こ
と
に
は
無

常
、
刹
那
滅
の
義
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

体
滅

・
用
滅
論
争
も
こ
の
点
よ
り
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
う

の
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
、
有
為
法
は
有
為
相
に
よ
つ
て
生
じ
乃
至
滅
す
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
本
来
有
為
法
が
生
じ
乃
至
滅
す
る
こ
と
を
体
と
す
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
「
体
是
生
法
故
生
。
…
…
錐
二
体
是

生
法
一若
無
二生
相
合
一者
則
不
レ
可
レ
生
」以
下
滅
に
つ
い
て
も
同
様
に
説

(
1
4
)

か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
有
為
法
は
刹
那
的
存
在
性

(
k
a
u
r
t
y
r
)

を

体
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
法
体
恒
有
で
あ
る
か
ら
、

刹
那
的
存
在
性
は
三
世
に
渉
つ
て
存
在
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
有
部

は
未
来
世
に
多
刹
那
が
存
す
る
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
多
刹
那
に

(
1
5
)

a
n
t
y
r
y
-
k
a
d
s
t
r
y
r
y

な

る
語

が
当

て
ら

れ

て

い

る

の

は
、
そ

の

こ
と

を

如
実

に
示

す

も

の

で
あ

る
。

こ

の
k
a
r
u
t
r
u
e
t
る
本

性

が

有

為

相

の
作

用
に

よ

つ
て
顕

現

す

る

の
が
現

在

な

の

で
あ

る
。

そ
し

て
、

か

か

る

も

の
と

し

て
存

在

す

る

有
為

法

を
表

わ

す

語

が
b
h
u
i
t
g
i
i
r
な

の

で

あ

る
。

そ
れ

故
、
b
h
a
v
a
は
自

性
、

自
体

を

離

れ

て
あ

る
も

の

で

は
な

い

の
で
あ

る
。
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沙
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三
八
、
大

正
二
七

・
一
九
九
上
申
。

2

同
三
八
、
大
正
二

七

・
一
九
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頁
下
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同

五
九
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大

正
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三
〇

七
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上
。

4

A
K
B
.
 
P
 
2
9
8
 
p
.
 
2
9
6
 
1
 
2
0
 
6
 
i
b
i
d
 
p
.
 
2
9
5

1
.
 
4
-
5
 
7
i
b
i
d
 
p
 
5
5
,
 
1
 
2
-
5
 
p
.
 
5
6
,
 
1
.
 
2
-
6

ま
た
D
i
p
a
 
P

2
7
9
 
1
 
1
3
 

8
i
b
i
d
 
p
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i
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A
K
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p
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9
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1
1
 
Y
a
s
 
p
 
4
7
2
 
1
 
2
6
-
2
7
 

12

安

慧

の
唯

識

三
十
頒
釈

で
は
a
s
y
u
と
a
s
r
v
d
aは
共

に
s
a
r
v
t
r
y
tと

釈

さ

れ

て
お
り

(
L
e
r
e
u
e
 

本
p
.
 
2
3
 
1
 
9
 
p
.
 
3
4
,
 
1
.
 

1
3
)
、こ
れ
か
ら
見

る

と
三

世
実
有
説

を
採
ら
な

い
立
場
に
お

い
て
は
、

つ
ね
に
を
意
味
す
る
語

は
い
ず

れ
も
異

な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。

13
A
K
B
.
 
P
.
2
1
9

1
.
 
19
.『
倶
舎
論
』

十
五
、
大

正
二
九

・
七

八
頁
上
。
『
倶
舎
釈

論
』
十

一
、

大
正
二
九

・
二
三
四
頁

下
。

14

『
婆
沙
論
』

三
九
、

大
正

二
七

・
二
〇

二

頁
下
-
。
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A
K
N
 
P
.
3
0
1
.
 
1
 
1
5
-
1
6

〔
詳
し
い
註

は
省
略
〕

三
世
実
有
説

に

つ
い
て
(
一
)(高

橋
)

一
八
九
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