
　
　

唯
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の
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説
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す
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―
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性
説
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再
構
築
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大
家　

秀
夫　
　

一　

問
題
の
所
在

二　

唯
識
派
に
お
け
る
三
性
説

三　

唯
識
派
に
お
け
る
三
性
説
の
問
題
点

四　

三
性
説
の
再
構
築

五　

再
構
築
さ
れ
た
三
性
説
の
利
点
と
適
用
例

一　

問
題
の
所
在

　

唯
識
派
に
お
け
る
三
性
説
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
存
在
の
あ
り
方
を
認
識
主
観
と
の
か
か
わ
り
に
よ
っ
て
遍
計
所
執
性
、
依
他
起
性
、

円
成
実
性
の
三
つ
に
分
け
て
捉
え
る
説
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
依
他
起
性
は
「
他
に
よ
る
も
の
」
す
な
わ
ち
、
他
に
依
っ
て
起
る
も
の
で
あ
る
が
、
無

著
・
世
親
を
始
め
と
す
る
唯
識
派
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
「
虚
妄
な
る
分
別
」
「
虚
妄
分
別
」
と
す
る
。
さ
ら
に
、
遍
計
所
執
性
は
、「
妄
想
さ
れ
た
も
の
」

で
あ
っ
て
、
虚
妄
な
る
分
別
に
お
い
て
、
所
取
と
能
取
、
す
な
わ
ち
客
観
と
主
観
の
「
二
つ
の
も
の
」
が
実
在
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
、
と
す
る
。

唯
識
派
に
お
い
て
は
、
依
他
起
性
も
遍
計
所
執
性
も
識
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、「
三
種
の
実
在

) 1

(

」
と
は
言
う
も
の
の
、
存
在
や
存
在
の
有
り
様
（
態
様
）

を
議
論
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
存
在
の
認
識
の
仕
方
、
認
識
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
、
認
識
に
現
れ
た
存
在
形
態
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
が
第
一
の

問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
議
論
し
出
す
と
、
人
間
の
苦
か
ら
の
解
脱
を
目
的
と
し
た
仏
教
の
本
来
の
趣
旨
か
ら
逸
脱
す
る
の
で
、
し
ば
ら
く
横
に
置
く
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こ
と
と
す
る
。
む
し
ろ
、
よ
り
一
層
重
要
な
問
題
は
、
唯
識
派
に
お
け
る
依
他
起
性
も
遍
計
所
執
性
も
と
も
に
存
在
の
認
識
の
仕
方
で
あ
っ
て
、
円
成

実
性
の
観
点
か
ら
見
て
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
点
に
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
円
成
実
性
の
観
点
か
ら
見
て
、
依
他
起
性
と
遍
計
所
執
性
を
明

確
に
区
別
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
規
定
し
直
し
、
円
成
実
性
へ
の
道
筋
を
提
示
し
た
い
。

　

こ
れ
は
、
無
著
・
世
親
に
始
り
、
中
国
法
相
宗
を
経
て
奈
良
朝
の
法
相
宗
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
千
五
百
年
に
わ
た
る
唯
識
派
の
伝
統
へ
の
問
題

提
起
で
あ
る
。

二　

唯
識
派
に
お
け
る
三
性
説

　

議
論
の
出
発
点
と
し
て
先
ず
、
唯
識
派
に
お
け
る
三
性
説
を
次
の
文
献
に
基
づ
い
て
確
認
す
る
。

　

①
世
親
（
長
尾
雅
人
訳
）
『
三
性
論
』
（
『
大
乗
仏
典
15
』
、
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）

　

②
弥
勒
（
本
頌
）
・
世
親
（
注
釈
）
（
長
尾
雅
人
訳
）
『
中
辺
分
別
論
』
（
同
右
）

　　

①
世
親
（
長
尾
雅
人
訳
）
『
三
性
論
』
に
は
次
の
よ
う
に
三
性
が
定
義
さ
れ
て
い
る
。

 

一　

三
性
の
名
称

［
一
］
妄
想
さ
れ
た
も
の
（
遍
計
所
執
）
、
他
に
よ
る
も
の
（
依
他
起
）
、
お
よ
び
完
全
に
成
就
さ
れ
た
も
の
（
円
成
実
）
、
ま
さ
し
く
こ
れ
ら
三

つ
の
自
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
剛
毅
な
る
人
々
（
菩
薩
）
に
と
っ
て
、
学
問
の
対
象
と
し
て
き
わ
め
て
深
い
も
の
と
い
わ
れ
る
。

 

二　

三
性
の
一
般
的
説
明

［
二
］
（
何
か
の
認
識
に
お
い
て
）
あ
ら
わ
れ
る
も
の
、
そ
れ
が
「
他
に
よ
る
も
の
」
で
あ
り
、
い
か
に
あ
ら
わ
れ
る
か
（
と
い
う
態
様
）
が
、「
妄

想
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
。
（
前
者
は
、
他
の
）
原
因
に
も
と
づ
い
て
起
る
か
ら
（
「
他
に
よ
る
も
の
」
）
で
あ
り
、
（
後
者
は
）
分
別
の
み
と
し

て
あ
る
か
ら
（
「
妄
想
さ
れ
た
も
の
」
）
で
あ
る
。
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［
三
］
そ
の
あ
ら
わ
れ
る
主
体
（
依
他
起
性
）
に
と
っ
て
、
か
の
あ
ら
わ
れ
た
態
様
（
遍
計
所
執
性
）
が
、
常
に
（
ま
っ
た
く
）
存
在
し
な
く
な

っ
た
状
態
、
こ
れ
が
「
完
全
に
成
就
さ
れ
た
も
の
」
（
円
成
実
性
）
で
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
（
も
と
も
と
）
変
化
す
る
と
い
う
性

質
の
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

［
四
］
そ
の
ば
あ
い
、
何
が
あ
ら
わ
れ
る
の
か
。
真
実
な
ら
ざ
る
分
別
が
（
あ
ら
わ
れ
る
の
）
で
あ
る
。
い
か
な
る
態
様
で
あ
ら
わ
れ
る
の
か
。
（
主

観
と
客
観
と
の
）
二
つ
の
も
の
と
し
て
（
あ
ら
わ
あ
れ
る
の
）
で
あ
る
。
そ
れ
（
真
実
な
ら
ざ
る
分
別
）
に
実
在
性
が
な
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

そ
れ
（
主
観
・
客
観
の
二
つ
の
も
の
）
と
し
て
（
実
在
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
）
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
か
れ
（
真
実
な
ら
ざ
る
分
別
）

の
本
来
の
あ
り
方
（
法
性
）
、
す
な
わ
ち
二
つ
の
も
の
が
な
い
と
い
う
（
法
性
）
に
ほ
か
な
ら
な
い

) 2

(

。

　

こ
れ
を
私
の
理
解
に
基
づ
き
敷
衍
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

三
性
は
「
三
つ
の
自
性
」
の
略
で
そ
れ
ぞ
れ
の
名
称
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
妄
想
さ
れ
た
も
の
（
遍
計
所
執
）
」
、
「
他
に
よ
る
も
の
（
依

他
起
）
」
、
「
完
全
に
成
就
さ
れ
た
も
の
（
円
成
実
）
」
で
あ
る
。
こ
の
三
性
は
、
認
識
の
中
に
お
い
て
（
す
な
わ
ち
、
識
の
中
に
お
い
て
）
存
在
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
も
の
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
。
す
べ
て
は
識
の
中
で
の
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
大
前
提
を
見
逃
す
と
唯
識
派
の
三
性
説
を
理
解
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

依
他
起
と
は
、「
何
か
の
認
識
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
」で
あ
る
。
今
、
私
が
机
を
見
て
い
る
と
し
よ
う
。
依
他
起
と
は
、
机
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

目
に
し
て
い
る
机
が
認
識
の
中
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
が
机
を
認
識
す
る
と
頭
の
中
に
机
が
像
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
、
あ
る
い
は
「
机
」
と

い
う
言
語
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
何
か
の
認
識
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
」で
あ
り
、
依
他
起
と
定
義
さ
れ
る
。
頭
の
中
で
あ
ら
わ
れ
た
机
の
像
、

あ
る
い
は
「
机
」
と
い
う
言
葉
は
、
他
の
も
の
、
本
や
ノ
ー
ト
や
ペ
ン
な
ど
と
区
別
す
る
作
用
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
机
は
、
机
で
あ
っ
て
、
本
や
ノ

ー
ト
や
ペ
ン
な
ど
で
は
な
い
。
机
は
、
他
の
も
の
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
の
も
の
（
本
や
ノ
ー
ト
や
ペ
ン
な
ど
）

を
原
因
と
し
て
、
机
と
い
う
認
識
が
起
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
他
に
依
っ
て
起
る
、「
依
他
起
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
そ
の
あ
ら
わ
れ
る
主
体
（
依

他
起
性
）
」
と
い
う
の
は
、
認
識
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
像
や
言
葉
で
あ
り
、
他
と
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
認
識
の
中
で
あ
ら
わ
れ
る
も
の
は
、
像
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や
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
の
本
質
は
他
と
区
別
す
る
作
用
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
分
別
」
が
あ
ら
わ
れ
る
と
世
親
は
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
分

別
」
こ
そ
が
、
他
の
も
の
と
区
別
す
る
作
用
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
「
分
別
」
に
「
真
実
な
ら
ざ
る
」
と
形
容
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
「
分
別
」
は
次

の
円
成
実
性
か
ら
見
て
真
実
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

次
に
、
遍
計
所
執
性
と
は
、
認
識
の
中
で
依
他
起
の
あ
ら
わ
れ
方
、
あ
ら
わ
れ
る
態
様
を
言
う
。
そ
の
あ
ら
わ
れ
方
（
態
様
）
は
、
認
識
す
る
主
体

（
能
取
）
と
認
識
さ
れ
る
対
象
（
所
取
）
と
い
う
二
取
の
分
別
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
私
が
「
こ
れ
は
机
だ
」
と
認
識
す
る
と
き
、
認
識
す
る
主
体
（
私

＝
能
取
）
は
、
認
識
さ
れ
る
対
象
（
机
＝
所
取
）
を
他
の
も
の
（
本
や
ノ
ー
ト
や
ペ
ン
な
ど
）
と
区
別
す
る
分
別
に
よ
っ
て
認
識
し
て
い
る
。
こ
の
能

取
・
所
取
の
二
取
が
あ
る
限
り
、
そ
の
分
別
は
「
真
実
な
ら
ざ
る
」
も
の
で
あ
り
、
「
虚
妄
な
る
分
別
」
「
虚
妄
分
別
」
と
呼
ば
れ
る
。
認
識
に
お
い
て

能
取
・
所
取
の
二
取
に
あ
る
こ
と
が
真
実
な
ら
ざ
る
認
識
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
「
妄
想
さ
れ
た
も
の
」
「
構
想
さ
れ
た
も
の
」
と
い
う
意
味
で
、
遍
計

所
執
性
と
言
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
認
識
に
お
い
て
能
取
・
所
取
の
二
取
か
ら
完
全
に
離
脱
す
る
こ
と
で
、
物
事
の
真
実
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
認
識
に

お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
依
他
起
性
が
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
る
態
様
（
能
取
・
所
取
の
二
取
に
基
づ
く
分
別
）
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
で
、
不
変
な
る
真
実
の
姿

が
顕
れ
る
。
そ
の
捉
え
方
と
存
在
が
円
成
実
性
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
『
三
性
論
』
を
翻
訳
し
た
長
尾
雅
人
も
次
の
よ
う
に
注
釈
す
る
。

「
真
実
な
ら
ざ
る
分
別
」
が
依
他
起
で
あ
り
、
そ
の
分
別
に
お
い
て
、
所
取
と
能
取
、
す
な
わ
ち
客
観
と
主
観
の
「
二
つ
の
も
の
」
が
実
在
的
に

考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
遍
計
所
執
で
あ
り
、
そ
の
実
在
性
へ
の
執
着
が
払
拭
さ
れ
て
非
存
在
と
な
る
と
き
、
円
成
実
性
で
あ
る
。
（
中
略
）
三

性
の
説
明
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

（
一
）
あ
ら
わ
れ
る
も
の
、
他
の
因
に
よ
る
も
の
、
真
実
な
ら
ざ
る
分
別･

･
･
･

依
他
起
性

（
二
）
あ
ら
わ
れ
た
態
様
、
た
だ
分
別
さ
れ
た
あ
り
方
、
所
取
・
能
取
の
二
者
の
実
在･

･
･
･

遍
計
所
執
性

（
三
）
あ
ら
わ
れ
る
も
の
が
、
あ
ら
わ
れ
た
態
様
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
、
不
変
な
る
こ
と
、
所
取
・
能
取
の
二
者
の
な
い
こ
と･

･
･
･

円
成
実
性

）
3
（
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す
な
わ
ち
、
世
親
に
お
い
て
は
、
依
他
起
性
と
は
、「
他
の
因
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
真
実
な
ら
ざ
る
分
別
な
の
で
あ
り
、

遍
計
所
執
性
と
は
、
そ
の
真
実
な
ら
ざ
る
分
別
の
あ
ら
わ
れ
方
、
す
な
わ
ち
、
所
取
・
能
取
の
二
取
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の

0

0

な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

遍
計
所
執
性
を
「
も
の
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
所
取
・
能
取
と
い
う
虚
妄
な
る
分
別
に
よ
っ
て
捉
え
た
も
の

0

0

な
の
だ
か
ら
、

識
の
中
で
の
存
在
、
従
っ
て
、
認
識
論
な
の
で
あ
る
。
依
他
起
性
も
真
実
な
ら
ざ
る
分
別
で
あ
っ
て
、
認
識
を
論
じ
て
い
る
。
依
他
起
性
も
遍
計
所
執

性
も
唯
識
派
に
お
い
て
は
認
識
論
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

②
弥
勒
が
本
頌
を
造
り
、
そ
れ
に
世
親
が
注
釈
を
付
け
た
『
弁
中
辺
論
』
も
唯
識
派
の
依
拠
す
る
重
要
な
論
書
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
三
性

説
を
見
る
。
漢
訳
、
読
下
し
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
か
ら
の
翻
訳
の
順
に
記
載
す
る
。

頌
曰

 

唯
所
執
依
他　

及
圓
成
實
性

 

境
故
分
別
故　

及
二
空
故
説       

［
一
・
五

) 4

(

］

論
曰
。
依
止
虚
妄
分
別
境
故
。
説
有
遍
計
所
執
自
性
。
依
止
虚
妄
分
別
性
故
。
説
有
依
他
起
自
性
。
依 

止
所
取
能
取
空
故
。
説
有
圓
成
實
自
性

) 5

(

。

頌
に
曰
く
、

 

唯
、
所
執
と
依
他 

 
 

及
び
円
成
実
性
は

 

境
な
る
が
故
に
、
分
別
な
る
が
故
に 

及
び
二
空
な
る
が
故
に
説
け
り
。  

［
一
・
五
］

論
じ
て
曰
く
、
虚
妄
分
別
の
境
な
る
に
依
止
す
る
が
故
に
、
遍
計
所
執
自
性
有
り
と
説
く
。
虚
妄
分
別
の
性
な
る
に
依
止
す
る
が
故
に
、
依
他

起
自
性
有
り
と
説
く
。
所
取
・
能
取
の
空
な
る
に
依
止
す
る
が
故
に
、
円
成
実
自
性
有
り
と
説
く
。

（
訳
）

妄
想
さ
れ
た
も
の
（
遍
計
所
執
性
）
、
他
に
依
る
も
の
（
依
他
起
性
）
、
完
全
に
成
就
さ
れ
た
も
の
（
円
成
実
性
）
、
（
と
言
う
三
種
の
自
性
）
が
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説
か
れ
た
の
は
、
（
順
次
に
）
対
象
で
あ
る
か
ら
、
虚
妄
な
る
分
別
で
あ
る
か
ら
、
ま
た
二
つ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

［
一
・
五
］

（
四
種
に
顕
現
す
る
識
と
し
て
の
虚
妄
な
る
分
別
に
お
い
て
、
）
対
象
は
、
妄
想
さ
れ
た
自
性
で
あ
る
。
虚
妄
な
る
分
別
と
言
う
こ
と
（
そ
れ
自
体
）

が
、
他
に
依
る
こ
と
の
自
性
で
あ
る
。
（
虚
妄
な
る
分
別
に
お
け
る
）
知
ら
れ
る
も
の
と
知
る
も
の
と
が
（
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
）
存
在

し
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
完
全
に
成
就
さ
れ
た
自
性
で
あ
る

) 6

(

。

　

こ
れ
を
図
式
化
し
て
端
的
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

・
妄
想
さ
れ
た
も
の
（
遍
計
所
執
性
）
＝
境
、
（
虚
妄
な
る
分
別
に
お
け
る
）
対
象

　

・
他
に
よ
る
も
の
（
依
他
起
性
）
＝
分
別
、
虚
妄
な
る
分
別

　

・
完
全
に
成
就
さ
れ
た
も
の
（
円
成
実
性
）
＝
二
空
、
二
つ
の
も
の
（
知
ら
れ
る
も
の
と
知
る
も
の
）
が
存
在
し
な
い
こ
と

　

こ
れ
は
、
『
三
性
論
』
に
お
い
て
、
「
依
他
起
性
」
を
虚
妄
な
る
分
別
と
し
、
「
円
成
実
性
」
を
所
取
・
能
取
の
二
取
か
ら
離
れ
る
こ
と
と
し
て
い
る

の
と
同
じ
で
あ
る
が
、
「
遍
計
所
執
性
」
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
わ
れ
た
態
様
、
た
だ
分
別
さ
れ
た
あ
り
方
、
所
取
・
能
取
の
二
者
の
実
在
と
し
て
い
た

こ
と
か
ら
、
一
歩
踏
込
ん
で
、
虚
妄
な
る
分
別
に
お
け
る
対
象
、
境
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
注
意
し
て
お
こ
う
。

三　

唯
識
派
に
お
け
る
三
性
説
の
問
題
点

　

前
項
で
見
た
唯
識
派
に
お
け
る
三
性
説
は
何
が
問
題
な
の
か
。
そ
れ
は
、
次
の
三
点
に
お
い
て
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
一
）
唯
識
派
は
三
性
説
を
「
三
種
の
実
在

) 7

(

」
と
称
し
て
存
在
論
で
あ
る
か
よ
う
に
言
い
な
が
ら
、
そ
の
実
、
認
識
論
し
か
な
い
こ
と
。

（
二
）
そ
れ
故
、
他
に
よ
る
も
の
（
依
他
起
性
）
と
妄
想
さ
れ
た
も
の
（
遍
計
所
執
性
）
と
の
区
別
が
明
確
で
な
い
こ
と
。
特
に
、
依
他
起
性
の
規
定

の
仕
方
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
こ
と
。

（
三
）
そ
の
た
め
、
完
全
に
成
就
さ
れ
た
も
の
（
円
成
実
性
）
の
規
定
の
仕
方
に
疑
問
の
余
地
が
残
る
こ
と
。

　

こ
の
三
つ
の
疑
問
点
を
一
つ
一
つ
見
て
い
こ
う
。
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（
一
）
唯
識
派
は
三
性
説
を
「
三
種
の
実
在

) 8

(

」
と
称
し
て
存
在
論
で
あ
る
か
よ
う
に
言
い
な
が
ら
、
そ
の
実
、
認
識
論
し
か
な
い
こ
と
。

　

こ
れ
は
、
前
項
で
指
摘
し
た
通
り
、
依
他
起
性
は
『
三
性
論
』
で
「
（
何
か
の
認
識
に
お
い
て
）
あ
ら
わ
あ
れ
た
も
の

) 9

(

」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

識
の
中
で
顕
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
依
他
起
性
は
、
眼
前
で
起
っ
て
い
る
事
物
事
象
や
世
界
の
有
り
様
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
現
代

の
我
々
の
言
葉
で
言
え
ば
認
識
に
関
わ
る
用
語
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
遍
計
所
執
性
は
、
『
三
性
論
』
で
「
（
何
か
の
認
識
に
お
い
て
）
い
か
に
あ
ら
わ

れ
る
か
（
と
い
う
態
様

)10

(

）
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、こ
れ
も
識
の
中
で
の
出
来
事
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
（
後
者
は
）
分
別
の
み
と
し
て
あ
る
か
ら
（
「
妄

想
さ
れ
た
も
の
」
）
で
あ
る

)11

(

」
と
認
識
に
関
わ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
方
、『
中
辺
分
別
論
』
に
よ
れ
ば
、「
妄
想
さ
れ
た
も
の
（
遍

計
所
執
性
）
は
、（
虚
妄
な
る
分
別
に
お
け
る
）
対
象

)12

(

」
で
あ
る
と
言
う
。
こ
こ
か
ら
は
、
遍
計
所
執
性
は
認
識
対
象
を
指
す
も
の
と
読
取
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
眼
前
の
事
物
事
象
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
識
の
中
で
構
成
さ
れ
た
も
の

0

0

の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
物
事
象
の
存
在
の

有
り
様
や
宇
宙
・
世
界
の
有
り
様
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
頭
の
中
で
構
成
さ
れ
た
も
の

0

0

と
し
て
、
議
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
現
代
に
お
い
て
唯
識
派
の
権
威
の
一
人
と
思
わ
れ
て
い
る
竹
村
牧
男
も
、
遍
計
所
執
性
を
対
象
そ
の
も
の
と
せ
ず
に
、
分
別
の
働
き
、
及
び

分
別
の
働
き
を
根
拠
と
し
て
妄
執
さ
れ
た
も
の
、
と
し
て
い
る
。
世
親
『
唯
識
三
十
論
』
に
護
法
が
注
釈
を
付
け
た
『
成
唯
識
論
』
は
法
相
宗
の
聖
典

で
あ
る
が
、
そ
こ
の
遍
計
所
執
に
対
す
る
竹
村
牧
男
の
解
説
を
引
用
す
る
。

「
論
に
曰
く
、
周
遍
し
て
計
度
す
、
故
に
遍
計
と
名
づ
く
。
」

分
別( vikalpa)

と
い
っ
て
も
よ
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
と
く
に
遍
計( parikalpa)

と
い
う
語
を
使
っ
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
一
切
法
に
あ
ま

ね
く
、
実
体
的
な
存
在
を
分
別
し
て
い
く
は
た
ら
き
の
こ
と
を
、
遍
計
と
名
づ
け
て
い
ま
す
。

「
品
類
衆
多
な
り
、
説
き
て
彼
彼
と
為
す
。
」

い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
分
別
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
彼
彼
と
重
ね
て
述
べ
て
い
る
の
で
す
。

「
謂
く
、
能
遍
計
の
虚
妄
分
別
ぞ
。
即
ち
彼
彼
の
虚
妄
分
別
に
由
り
て
、
種
種
の
所
遍
計
の
物
を
遍
計
す
。
」

能
遍
計
と
は
、
あ
ま
ね
く
分
別
す
る
よ
う
な
虚
妄
分
別
の
こ
と
で
す
。
そ
の
い
ろ
い
ろ
な
虚
妄
分
別
に
よ
っ
て
、
様
々
に
分
別
さ
れ
た
も
の
を
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分
別
し
ま
す
。
様
々
な
も
の
が
分
別
さ
れ
執
著
さ
れ
ま
す
。

「
此
の
妄
執
す
る
所
の
自
性
と
差
別
と
を
、
総
じ
て
遍
計
所
執
の
自
性
と
名
づ
く
。
」

誤
っ
て
執
著
し
た
所
の
主
語
的
に
捉
え
ら
れ
た
も
の

4

4

、
あ
る
い
は
主
語
・
術
語
の
中
で
何
ら
か
あ
る
も
の

4

4

と
し
て
捉
え
ら
れ
た
も
の

4

4

、
そ
う
い

う
す
べ
て
の
妄
執
さ
れ
た
も
の

4

4

を
遍
計
所
執
性
と
名
づ
け
る
の
で
あ
り
ま
す

)13

(

。

　

こ
こ
で
は
、
遍
計
と
は
、
「
一
切
法
に
あ
ま
ね
く
、
実
体
的
な
存
在
を
分
別
し
て
い
く
は
た
ら
き
の
こ
と
」
、
「
能
遍
計
と
は
、
あ
ま
ね
く
分
別
す
る

よ
う
な
虚
妄
分
別
の
こ
と
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
そ
う
い
う
す
べ
て
の
妄
執
さ
れ
た
も
の

0

0

を
遍
計
所
執
性
と
名
づ
け
る
」
の
だ
と
言
う
。
こ
こ
で

言
う
「
妄
執
さ
れ
た
も
の
」
の
「
も
の
」
と
は
、
識
の
中
で
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
対
象
そ
の
も
の
を
い
う
の
で
は
な
い

)14

(

。

　

こ
の
よ
う
に
、
唯
識
派
に
お
い
て
は
、
存
在
の
有
り
様
そ
の
も
の
を
議
論
せ
ず
、
認
識
の
中
に
現
れ
た
も
の
や
認
識
の
中
に
現
れ
る
態
様
を
議
論
す

る
。
遍
計
所
執
性
は
境
、
対
象
を
議
論
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
認
識
に
関
わ
る
、
識
の
中
で
構
成
さ
れ
た
も
の
を
議
論
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か

ら
こ
そ
、
「
（
後
者
は
）
分
別
の
み
と
し
て
あ
る
か
ら
（
「
妄
想
さ
れ
た
も
の
」
）
で
あ
る

)15

(

」
と
世
親
も
い
う
の
で
あ
る
。
遍
計
所
執
性
と
は
、
実
際
の
と

こ
ろ
、
境
、
対
象
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
分
別
で
あ
り
、
虚
妄
分
別
で
あ
り
、
妄
執
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
私
は
、
遍
計
所
執
性
が
認
識
に
関
わ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。

　

問
題
は
、
依
他
起
性
で
あ
る
。
唯
識
派
に
と
っ
て
、
依
他
起
性
は
「
真
実
な
ら
ざ
る
分
別
」
「
虚
妄
な
る
分
別
」
で
あ
っ
て
、
純
粋
に
識
な
の
で
あ
る
。

遍
計
所
執
性
の
よ
う
に
認
識
の
対
象
で
す
ら
な
い
。
従
っ
て
、
次
の
こ
と
が
言
え
る
。

（
二
）
そ
れ
故
、
他
に
よ
る
も
の
（
依
他
起
性
）
と
妄
想
さ
れ
た
も
の
（
遍
計
所
執
性
）
と
の
区
別
が
明
確
で
な
い
こ
と
。
特
に
、
依
他
起
性
の
規
定

の
仕
方
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
こ
と
。

　

前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
唯
識
派
に
お
い
て
は
、
依
他
起
性
も
遍
計
所
執
性
も
認
識
に
関
わ
る
こ
と
を
議
論
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
存
在
論
は
な
い
。

そ
れ
故
に
、
依
他
起
性
は
「
虚
妄
な
る
分
別
」と
言
わ
れ
、
遍
計
所
執
性
は
「
分
別
の
み
と
し
て
あ
る
」と
言
わ
れ
、
そ
の
区
別
は
明
確
で
は
な
い
。
一
応
、「
虚

妄
な
る
分
別
」
と
、
そ
の
「
虚
妄
な
る
分
別
」
に
よ
る
認
識
対
象
と
の
区
別
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
差
は
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
を
い
く
つ
か
例
を
挙
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げ
て
示
そ
う
。
例
え
ば
、
『
三
性
論
』
に
お
い
て
、

・
遍
計
所
執
性
に
つ
い
て
「
有
な
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
、
し
か
も
ま
た
、
絶
対
に
そ
れ
は
非
存
在
な
の
で
あ
る

)16

(

」
と
言
い
、
依
他

起
性
に
つ
い
て
「
迷
乱
と
し
て
は
あ
る
が
、
あ
ら
わ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
に
は
実
在
し
な
い

)17

(

」
と
言
う
。
果
し
て
こ
の
二
つ
の
も
の
の
区
別
は
ど
こ
に
あ
る

の
か
。

・
遍
計
所
執
性
に
つ
い
て
「
対
象
が
妄
想
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
（
主
観
・
客
観
の
）
二
種
と
し
て
あ
る

)18

(

」
と
し
、
依
他
起
性
に
つ
い
て
「
二
つ
の
も

の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

)19
(

」
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
依
他
起
性
に
つ
い
て
「
主
観
・
客
観
の
二
つ
の
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

0

0

0

0

0

」
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
遍

計
所
執
性
に
つ
い
て
の
「
主
観
・
客
観
の
二
種
と
し
て
あ
る

0

0

」
と
の
区
別
の
差
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
あ
る
。

・
「
妄
想
さ
れ
た
も
の
と
他
に
よ
る
も
の
と
は
、
」
す
な
わ
ち
遍
計
所
執
性
と
依
他
起
性
は
と
も
に
「
汚
染
を
本
質
と
す
る
も
の
（
雑
染
相
）
と
知
ら
ね

ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
「
汚
染
」
に
関
し
て
は
同
じ
だ
と
言
う
。

・
遍
計
所
執
性
に
つ
い
て
「
無
な
る
二
を
そ
の
自
性
と
す
る

)20

(

」
と
言
う
。
こ
れ
は
、
真
に
は
無
で
あ
る
の
に
能
取
・
所
取
の
二
取
で
捉
え
る
こ
と
を
本

質
と
す
る
意
味
で
あ
る
。
依
他
起
性
に
つ
い
て
「
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
二
を
自
性
と
す
る

)21

(

」と
し
、
円
成
実
性
は
こ
れ
の
否
定
で
あ
る
と
す
る
。
「
あ

ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
二
」
と
は
ま
さ
に
、
主
観
・
客
観
の
二
つ
を
指
す
。
と
な
る
と
、
遍
計
所
執
性
と
依
他
起
性
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

　

以
上
は
、
遍
計
所
執
性
と
依
他
起
性
の
違
い
が
明
確
で
な
い
こ
と
の
例
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
原
因
は
、
依
他
起
性
を
虚
妄
分
別
と
す
る
規

定
の
仕
方
に
唯
識
派
の
限
界
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
じ
く
『
三
性
論
』
か
ら
例
を
挙
げ
よ
う
。

・「
言
語
的
表
示
は
、
妄
想
さ
れ
た
も
の
（
遍
計
所
執
性
）
の
本
質
で
あ
り
、
言
語
的
に
表
示
す
る
主
体
が
、
他
の
も
の
（
す
な
わ
ち
、
他
に
よ
る
も
の
、

依
他
起
性
）
の
本
質
で
あ
り

)22

(

」
と
言
う
。
こ
れ
は
、
言
語
的
表
示
行
為
と
言
語
的
表
示
す
る
主
体
と
の
区
別
を
言
っ
て
い
る
の
だ
が
、
言
語
的
表
示
の

主
体
が
、
依
他
起
性
す
な
わ
ち
唯
識
派
の
言
う
「
虚
妄
な
る
分
別
」
と
す
る
な
ら
ば
、
言
語
的
表
示
は
虚
妄
な
る
分
別
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
言

っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
私
に
は
言
語
的
表
示
の
主
体
が
依
他
起
性
だ
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
な
い

)23

(

が
、
仮
に
、
言
語
的
に
表
示
す
る
主

体
が
依
他
起
性
＝
虚
妄
な
る
分
別
だ
と
し
て
、
妄
想
さ
れ
た
も
の
の
言
語
的
表
示
と
そ
れ
の
元
と
な
っ
た
虚
妄
な
る
分
別
と
の
違
い
を
こ
と
さ
ら
に
、

言
う
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
虚
妄
な
る
分
別
と
、
虚
妄
な
る
分
別
に
よ
っ
て
妄
想
さ
れ
た
も
の
を
言
語
的
に
表
示
す
る
こ
と
、
こ
の
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二
つ
に
は
確
か
に
違
い
は
あ
る
が
、
そ
の
差
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
違
い
を
円
成
実
性
に
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
何
故

な
ら
、
『
三
性
論
』
は
続
け
て
、
「
言
語
的
表
示
の
除
去
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
も
う
一
つ
の
他
の
自
性
（
す
な
わ
ち
、
完
全
に
成
就
さ
れ
た
も
の
、
円

成
実
性
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

)24

(

」
と
言
う
、
上
記
の
虚
妄
な
る
分
別
と
そ
れ
に
よ
る
妄
想
さ
れ
た
も
の
の
言
語
的
表
示
行
為
に
違
い
が
あ
り
、
か
つ
、

こ
の
一
文
を
文
字
通
り
解
釈
す
る
と
、
円
成
実
性
は
、
虚
妄
な
る
分
別
は
置
い
て
お
い
て
妄
想
さ
れ
た
も
の
の
言
語
的
表
示
行
為
を
除
去
す
る
こ
と
で

実
現
す
る
、
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
円
成
実
性
と
は
、
虚
妄
な
る
分
別
、
及
び
虚
妄
な
る
分
別
に
よ
る
認
識
、
す
な
わ
ち
能
取
・
所
取
の
二
取
に
よ
る

認
識
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
言
語
的
表
示
の
除
去
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
円
成
実
性
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る

)25

(

」
と
の
主
張
は
余
り
に
安
易
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
。

（
三
）
そ
の
た
め
、
完
全
に
成
就
さ
れ
た
も
の
（
円
成
実
性
）
の
規
定
の
仕
方
に
疑
問
の
余
地
が
残
る
。

　

私
は
、
円
成
実
性
の
観
点
か
ら
、
依
他
起
性
と
遍
計
所
執
性
の
規
定
（
定
義
）
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
『
三
性
論
』
に
よ
れ
ば
、
他
に

よ
る
も
の
（
依
他
起
性
）
と
は
、
「
あ
ら
わ
れ
る
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
何
が
あ
ら
わ
れ
る
の
か
と
言
え
ば
、
「
真
実
な
ら
ざ
る
分
別
」
が
あ
ら

わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
依
他
起
性
と
は
「
真
実
な
ら
ざ
る
分
別
」
「
虚
妄
な
る
分
別
」
な
の
で
あ
っ
た
。
い
か
な
る
態
様
で
あ
ら
わ
る
の
か
と
言
え

ば
、
「
（
主
観
と
客
観
と
の
）
二
つ
の
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
」
の
だ
と
世
親
は
言
う
。
そ
の
あ
ら
わ
れ
る
態
様
を
「
遍
計
所
執
性
」
と
規
定
し
て
い

る
。
私
は
、
こ
の
二
者
の
規
定
（
定
義
）
を
円
成
実
性
の
実
現
の
観
点
か
ら
完
全
に
変
更
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

世
親
は
『
中
辺
分
別
論
』
に
お
い
て
、
虚
妄
な
る
分
別
に
つ
い
て
、
次
の
①
の
よ
う
に
注
釈
し
、
弥
勒
は
本
頌
で
次
の
②
③
よ
う
に
述
べ
る
。

①
こ
こ
で
「
虚
妄
な
る
分
別
」
と
い
う
の
は
、
知
ら
れ
る
も
の
（
所
取
）
と
知
る
も
の
（
能
取
）
と
（
の
二
者
の
対
立
）
を
分
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
二
つ
の
も
の
」
と
は
、
こ
の
知
ら
れ
る
も
の
と
知
る
も
の
と
で
あ
る
。
…
…
「
空
性
」
と
は
、
こ
の
虚
妄
な
る
分
別
が
、
知
ら
れ
る
も
の
と
知

る
も
の
と
の
両
者
を
離
脱
し
（
両
者
が
否
定
さ
れ
）
て
い
る
状
態
で
あ
る

)26
(

。

②
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
（
す
な
わ
ち
識
）
が
虚
妄
な
る
分
別
で
あ
る
こ
と
が
成
立
し
た

)27

(

。

③
そ
れ
（
す
な
わ
ち
識
）
が
滅
尽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
脱
の
あ
る
こ
と
が
認
め
れ
る
か
ら
で
あ
る

)28

(

。
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す
な
わ
ち
、
識
（
＝
虚
妄
な
る
分
別
＝
所
取
・
能
取
の
二
取
を
分
別
こ
と
）
が
滅
尽
す
る
こ
と
が
解
脱
で
あ
る
、
と
な
る
。
そ
し
て
、
「
真
如
、
実

際
、
無
相
、
勝
義
、
法
界

)29

(

」
と
同
義
語
で
あ
る
「
空
性
」
と
は
、
「
実
に
（
主
観･

客
観
の
）
二
つ
の
も
の
が
無
で
あ
る
こ
と
と
、
（
そ
の
）
無
が
有
で

あ
る
こ
と

)30

(
」
と
規
定
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
要
約
す
る
と
、
解
脱
と
は
、
能
取
・
所
取
の
二
取
で
捉
え
る
虚
妄
分
別
を
滅
尽
し
、
主
観
・
客
観
の
二
つ

の
も
の
が
実
は
無
で
あ
る
、
空
で
あ
る
と
悟
る
こ
と
で
あ
る
、
と
な
る
。
こ
れ
が
円
成
実
性
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
円
成
実
性
と
は
、

あ
ら
ゆ
る
事
物
事
象
を
捉
え
る
場
合
、
能
取
・
所
取
の
二
取
を
離
れ
、
諸
存
在
は
実
は
空
で
あ
る
と
悟
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
虚
妄
な
る
分
別
を
離

れ
、
能
取
・
所
取
の
二
取
を
離
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
存
在
の
有
り
様
は
空
で
あ
る
と
悟
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
『
般
若
心
経
』
は
「
色
即
是

空
」と
言
っ
た
。
そ
し
て
、
空
は
諸
存
在
で
あ
る
色
を
離
れ
て
は
存
在
し
な
い
。
空
は
色
そ
の
も
の
の
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
。
そ
れ
を
『
般
若
心
経
』

は
「
空
即
是
色
」
と
言
っ
た
。
唯
識
派
は
「
色
即
是
空
、
空
即
是
色
」
を
円
成
実
性
と
表
現
し
た
の
だ
と
言
え
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
右
に
挙
げ
た
①

の
後
半
「
「
空
性
」
と
は
、
こ
の
虚
妄
な
る
分
別
が
、
知
ら
れ
る
も
の
と
知
る
も
の
と
の
両
者
を
離
脱
し
（
両
者
が
否
定
さ
れ
）
て
い
る
状
態
で
あ
る
」

は
、
意
味
が
通
ら
な
い
。
知
ら
れ
る
も
の
と
知
る
も
の
と
の
両
者
を
離
脱
し
た
ら
、
「
虚
妄
な
る
分
別
」
は
「
虚
妄
な
る
分
別
」
で
は
な
く
な
る
。
本

当
に
言
い
た
い
こ
と
は
こ
う
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
知
ら
れ
る
も
の
（
所
取
）
と
知
る
も
の
（
能
取
）
の
二
取
を
離
れ
る
こ
と
、
そ

の
二
取
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
虚
妄
な
る
分
別
を
離
れ
る
こ
と
、
な
の
だ
と
思
う
。
事
物
事
象
を
能
取
・
所
取
の
二
取
で
捉
え
る
こ
と
も
、
そ
の
根
拠

と
な
っ
て
い
る
虚
妄
な
る
分
別
も
と
も
に
認
識
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
認
識
の
仕
方
を
離
脱
す
る
こ
と
を
本
当
は
言
い
た
い
の
だ
と
思
う
。

四　

三
性
説
の
再
構
築

　

そ
こ
で
、
依
他
起
性
と
遍
計
所
執
性
を
規
定
（
定
義
）
し
直
す
と
こ
う
な
る
。

　

ま
ず
、
依
他
起
性
は
虚
妄
な
る
分
別
で
は
な
く
、
文
字
通
り
、
他
に
依
っ
て
起
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
原
始
仏
教
以
来
言
わ
れ
て
き
た
縁
起
の
こ
と

で
あ
る
。
従
っ
て
、
依
他
起
性
は
認
識
と
言
う
よ
り
は
存
在
に
関
わ
る
概
念
で
あ
る
。
他
に
依
っ
て
起
る
現
実
世
界
を
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
永

久
不
変
の
も
の
は
な
く
、
今
仮
に
そ
こ
に
他
に
依
っ
て
存
在
し
て
い
る
、
他
の
も
の
の
縁
に
依
っ
て
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
、
相
互
に
依
存
す
る
関
係
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に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
事
象
に
は
永
久
不
変
の
実
体
、
す
な
わ
ち
自
性
は
な
い
。
ま
さ
に
縁
に
よ
っ
て
起
る
縁
起

の
世
界
が
繰
り
拡
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
依
他
起
性
と
言
っ
て
何
の
不
都
合
が
あ
ろ
う
か
。
依
他
起
性
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
事
象
の
存
在
の
有
り

様
を
表
す
存
在
論
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
依
他
起
性
の
現
実
世
界
を
、
能
取
・
所
取
の
二
取
で
捉
え
る
と
、
そ
の
捉
え
方
の
根
拠
に
虚
妄
な
る
分
別
が
あ
る
故
に
、
現
実
世
界
の

究
極
の
姿
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
事
物
事
象
に
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
本
質
（
自
性
）
が
あ
っ
て
、
他
の
も
の
と
区
別
さ
れ
、
区
別
さ
れ
る
が
故

に
差
別
を
有
す
る
、
と
見
る
の
が
普
通
の
見
方
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
間
違
い
で
あ
る
。
事
物
事
象
に
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
本
質
（
自
性
）
な
ど
と
い
う
も

の
は
な
い
。
あ
る
の
は
、
他
と
区
分
け
す
る
、
区
別
す
る
、
井
筒
俊
彦
の
い
う
分
節
す
る
、
言
葉
だ
け
で
あ
る
。
実
体
は
何
も
な
い
。
実
体
は
何
も
な

い
の
に
あ
る
と
思
う
。
そ
う
思
う
の
は
、
人
間
が
頭
で
言
葉
を
使
っ
て
分
別
し
、
区
分
け
し
、
差
別
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

事
物
事
象
の
空
な
る
こ
と
が
見
え
な
く
な
り
、
捉
え
ら
れ
な
く
な
る
。
空
を
捉
え
ら
れ
な
い
の
は
、
認
識
主
体
（
能
取
）
が
認
識
対
象
（
所
取
）
を
頭

を
使
っ
て
言
葉
で
区
別
し
な
が
ら
捉
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
二
取
（
能
取
と
所
取
）
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
二
取
を
離
れ
ら
れ
な
い
分

別
が
目
を
眩く

ら

ま
し
、
真
実
を
見
え
な
く
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
が
頭
で
言
葉
を
使
っ
て
分
別
す
る
、
そ
の
こ
と
を
虚
妄
な
る
分
別
と
言
う
の
で
あ

る
。
例
え
ば
現
実
の
世
界
で
は
、
一
旦
手
に
入
れ
た
こ
れ
は
自
分
の
も
の
だ
と
我
執
す
る
。
あ
い
つ
は
莫
大
な
財
を
築
い
た
の
に
自
分
の
稼
ぎ
の
何
と

少
な
い
こ
と
か
と
歎
く
。
あ
い
つ
が
出
世
し
俺
だ
け
が
隅
に
追
い
や
れ
て
い
る
と
僻
む
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
縁
に
依
っ
て
起
る
依
他
起
性
の
世
界
を
、

無
明
、
虚
妄
な
る
分
別
で
見
て
い
る
。
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
能
取
・
所
取
の
二
取
で
世
界
の
事
物
事
象
を
捉
え
て
い
る
。
そ
こ
に
、
我
執
、
執
着
、
歎
き
、

妬
み
が
生
じ
る
。
こ
の
捉
え
方
、
認
識
の
仕
方
が
遍
計
所
執
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
始
仏
教
で
言
う
無
明
を
根
拠
に
し
て
、
唯
識
派
の
言
葉
で
言

え
ば
虚
妄
な
る
分
別
を
根
拠
に
し
て
、
能
取
・
所
取
の
二
取
で
捉
え
る
認
識
の
仕
方
を
遍
計
所
執
性
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
遍
計
所
執
性
」
と
は
、
「
境
」

「
（
虚
妄
な
る
分
別
に
お
け
る
）
対
象
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
他
に
依
っ
て
起
る
と
い
う
依
他
起
性
を
有
す
る
現
象
世
界
を
虚
妄
な
る
分
別
で
捉
え
る

認
識
の
仕
方
で
あ
る
、
と
規
定
し
直
す
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
依
他
起
性
の
現
実
世
界
を
、
能
取
・
所
取
の
二
取
を
離
れ
て
見
る
と
、
そ
こ
に
は
空
性
が
存
在
す
る
（
こ
と
が
解
る
）
。
そ
の
空
性
は
単

に
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
他
に
依
っ
て
起
る
現
実
世
界
に
は
、
固
定
的
な
実
体
は
な
い
が
、
ま
さ
に
相
互
に
依
存
す
る
関
係
、
縁
に
依
っ
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て
起
る
関
係
が
厳
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
実
体
の
な
い
こ
と
、
自
性
の
な
い
こ
と
を
空
と
言
い
、
相
互
に
依
存
す
る
関
係
を
空
性
と
言
う
。
『
般

若
心
経
』
は
こ
れ
を
「
色
即
是
空
」
と
言
っ
た
。
そ
れ
は
能
取
・
所
取
の
二
取
を
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
と
ど
ま
ら
な

い
。
空
性
は
現
実
の
世
界
を
離
れ
て
は
な
く
、
真
実
に
は
、
空
性
は
ま
さ
に
依
他
起
性
の
現
実
世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
。
二
取
を
遠
離
す
る
時
、
諸
法

は
法
性
で
あ
り
、
法
性
は
法
を
離
れ
て
は
あ
り
得
ず
、
法
性
は
法
の
た
だ
中
に
あ
る
。
『
般
若
心
経
』
は
こ
れ
を
「
空
即
是
色
」
と
言
っ
た
。
二
取
を

遠
離
す
る
こ
と
で
、
依
他
起
性
の
現
実
世
界
は
法
界
と
な
り
、
法
性
と
な
る
。
こ
れ
が
真
如
で
あ
る
。
唯
識
派
は
こ
れ
を
円
成
実
性
と
言
っ
た
。
円
成

実
性
は
、
能
取
・
所
取
の
二
取
で
捉
え
る
遍
計
所
執
性
を
遠
離
す
る
時
、
顕
現
す
る
依
他
起
性
の
現
実
世
界
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
を
悟
っ
た
者
を
仏
と

言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
能
取
・
所
取
の
二
取
で
捉
え
る
遍
計
所
執
性
を
遠
離
す
る
時
、
顕
現
す
る
依
他
起
性
の
現
実
世
界
の
姿
は
、
空
海
の
言
う
「
六

大
」
で
あ
り
、
「
法
界
体
性
」
で
あ
り
、
即
身
成
仏
の
当
体
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
何
故
「
再0

構
築
さ
れ
た
」
と
言
う
の
か
。
そ
れ
は
、
三
性
説
は
無
著
・
世
親
以
前
に
既
に
『
解
深
密
経
』
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い
た
。

提
示
さ
れ
て
い
た
三
性
説
を
無
著
・
世
親
が
変
更
し
た
か
ら
で
あ
る
。
『
解
深
密
経
』
に
お
い
て
説
か
れ
た
三
性
説
の
箇
所
を
引
用
す
る
。

吾
當
爲
汝
説
諸
法
相
。
謂
諸
法
相
略
有
三
種
。
何
等
爲
三
。
一
者
遍
計
所
執
相
。
二
者
依
他
起
相
。
三
者
圓
成
實
相
。
云
何
諸
法
遍
計
所
執
相
。

謂
一
切
法
名
假
安
立
自
性
差
別
。
乃
至
爲
令
隨
起
言
説
。
云
何
諸
法
依
他
起
相
。
謂
一
切
法
縁
生
自
性
。
則
此
有
故
彼
有
。
此
生
故
彼
生
。
謂

無
明
縁
行
。
乃
至
招
集
純
大
苦
蘊
。
云
何
諸
法
圓
成
實
相
。
謂
一
切
法
平
等
眞
如
。
於
此
眞
如

)31

(

。

吾
、
当
に
汝
が
為
に
諸
法
の
相
を
説
く
べ
し
。
謂
く
、
諸
法
の
相
に
略
し
て
三
種
有
り
。
何
等
を
三
と
為
す
。
一
に
は
遍
計
所
執
相
、
二
に
は

依
他
起
相
、
三
に
は
円
成
実
相
な
り
。
云
何
、
諸
法
の
遍
計
所
執
相
と
は
。
謂
く
、
一
切
法
を
仮
に
安
立
し
て
名
づ
け
ば
自
性
差
別
な
り
。
乃
至
、

言
説
を
随
起
せ
し
め
て
為
さ
む
。
云
何
、
諸
法
の
依
他
起
相
と
は
。
謂
く
、
一
切
法
は
縁
生
自
性
な
り
。
則
ち
此
れ
有
る
が
故
に
彼
有
り
。
此

れ
生
ず
る
が
故
に
彼
生
ず
。
謂
く
、
無
明
縁
行
な
り
。
乃
至
、
純
大
苦
蘊
を
招
集
す
る
な
り
。
云
何
、
諸
法
の
円
成
実
相
と
は
。
謂
く
、
一
切

法
は
平
等
真
如
な
り
。
此
の
真
如
に
於
て
、
（
以
下
略
）
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ま
ず
、
世
尊
は
諸
法
（
諸
存
在
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
事
象
）
の
相
に
つ
い
て
説
法
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
諸
法
の
依
他
起
相
と
は
、
一
切
の
諸
存
在

は
縁
に
依
り
て
生
ず
る
こ
と
が
本
質
で
あ
り
、
此
れ
有
る
が
故
に
彼
有
り
、
此
れ
生
ず
る
が
故
に
彼
生
ず
と
い
う
縁
起
法
に
則
し
て
い
る
。
縁
起
の
世

界
の
中
で
我
々
人
間
は
無
明
に
よ
っ
て
行
為
し
、
大
き
な
苦
を
身
に
集
め
て
い
る
。
そ
れ
が
現
実
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
切
の
諸
存
在
、
あ
ら
ゆ
る

事
物
事
象
を
目
前
に
し
た
と
き
、
も
の
に
は
自
性
・
実
体
が
あ
り
、
他
の
も
の
と
区
別
し
て
、
言
葉
で
分
別
す
る
こ
と
で
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
が
諸
法

を
捉
え
る
時
の
遍
計
所
執
相
で
あ
る
。
し
か
し
、
分
別
し
て
捉
え
る
こ
と
か
ら
離
脱
す
る
と
、
窮
極
的
に
は
、
一
切
の
諸
存
在
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
事
象

は
平
等
に
し
て
真
如
な
の
で
あ
る
。

　

『
解
深
密
経
』
に
お
い
て
、
依
他
起
と
は
、
虚
妄
な
る
分
別
で
は
な
く
、
原
始
仏
教
以
来
言
わ
れ
て
来
た
諸
法
の
縁
起
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
遍
計
所
執
は
、

諸
法
に
は
自
性
・
実
体
が
あ
り
、
言
葉
に
よ
っ
て
他
と
は
区
別
す
る
分
別
が
働
く
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
執
着
を
言
う
の
で
あ
る
。
私
が
「
再0

構

築
」
と
言
う
の
は
、
無
著
・
世
親
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
三
性
説
を
元
の
規
定
（
定
義
）
に
戻
し
た
い
が
た
め
で
あ
る
。

　

さ
て
、
規
定
し
直
し
た
も
の
を
前
項
の
よ
う
に
図
式
化
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

依
他
起
性
＝
存
在
論
、
現
象
世
界
の
有
り
様

　

遍
計
所
執
性
＝
認
識
論
、
虚
妄
な
る
分
別
で
捉
え
る
認
識
の
仕
方

　

こ
れ
は
、
前
項
の
図
式
化
と
は
ち
ょ
う
ど
逆
転
し
て
い
る
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
逆
転
現
象
が
起
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
唯
識
派
に
お
い
て
は
認

識
論
し
か
な
く
、
存
在
論
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
は
識
な
の
で
あ
り
、
対
境
は
無
な
の
だ
か
ら
（
「
唯
識
無
境
」
）
。
目
の
前
に
起
っ
て

い
る
様
々
の
存
在
は
実
は
無
で
あ
り
、
た
だ
識
の
中
で
起
っ
て
い
る
現
象
で
あ
る
、
と
唯
識
派
は
考
え
る
。
従
っ
て
、
唯
識
派
に
と
っ
て
依
他
起
と
は
、

識
の
中
で
起
っ
て
い
る
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
唯
識
派
の
限
界
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
余
り
に
も
自
分
の
心
の
中
、
余
り
に
も
識
の
中
に
沈
潜

し
た
が
故
に
、
識
の
中
で
起
っ
て
い
る
こ
と
が
全
世
界
だ
と
捉
え
、
識
の
中
の
現
象
を
依
他
起
だ
と
見
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

　

再
構
築
さ
れ
た
依
他
起
性
、
遍
計
所
執
性
、
円
成
実
性
の
関
係
を
模
式
図
で
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

依
他
起
と
は
他
に
よ
る
も
の
で
、
諸
存
在
を
表
す
。
諸
存
在
の
、
相
互
に
依
存
し
あ
っ
た
関
係
で
存
在
し
て
い
る
在
り
方
が
依
他
起
性
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
虚
妄
な
る
分
別
で
捉
え
る
認
識
の
仕
方
が
遍
計
所
執
性
で
あ
る
。
そ
の
捉
え
方
は
、
能
取
・
所
取
の
二
取
で
諸
存
在
を
捉
え
る
。
そ
の
根
底
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に
は
虚
妄
な
る
分
別
が
あ
る
の
で
、
執
着
す
る
。
我
執
が
生
じ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
虚
妄
な
る
分
別
を
離
れ
、
二
取
で
捉
え
る
捉
え

方
か
ら
離
脱
す
る
と
、
依
他
起
性
の
諸
存
在
は
、
縁
に
依
っ
て

起
っ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
実
は
、
自
性
・
実
体
の
な
い
も
の
、

空
で
あ
る
と
見
え
て
く
る
。
こ
れ
が
諸
存
在
の
真
実
の
姿
で
あ

る
。
諸
存
在
の
有
り
様
は
空
と
し
て
あ
る
。
こ
の
在
り
方
及
び

捉
え
方
が
一
致
し
た
地
点
が
円
成
実
性
で
あ
る
。
円
成
実
性
は
、

諸
存
在
の
在
り
方
は
空
で
あ
る
と
い
う
存
在
論
と
、
諸
存
在
の

有
り
様
は
空
で
あ
る
と
捉
え
る
認
識
論
と
が
一
致
し
た
と
こ
ろ

に
実
現
す
る
。
そ
れ
は
、
井
筒
俊
彦
の
言
う
「
意
識
・
存
在
の
ゼ
ロ
・

ポ
イ
ン
ト
」
に
相
当
す
る
。

五　

再
構
築
さ
れ
た
三
性
説
の
利
点
と
適
用
例

　

前
項
で
規
定
し
た
三
性
説
に
ど
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る
の
か
。

　

ま
ず
、
言
葉
を
本
来
に
意
味
に
な
る
よ
う
に
規
定
し
直
し
た

こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
唯
識
派
の
言
う
「
依
他
起
性
」
「
遍

計
所
執
性
」
の
規
定
の
仕
方
は
、
言
葉
の
元
々
の
意
味
か
ら
も

顛
倒
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
す
な
わ
ち
こ
う
で
あ
る
。

「
依
他
起
性
」
と
は
、
「
他
に
依
っ
て
起
る
こ
と
」
「
他
に
依
っ
て

起
っ
て
い
る
現
象
」
と
捉
え
る
の
が
、
言
葉
の
元
々
の
意
味
で
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あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
「
依
他
起
性
」
と
は
、
「
虚
妄
な
る
分
別
」
で
は
な
く
、
現
象
世
界
の
有
り
様
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
依

他
起
性
」
は
存
在
の
有
り
様
を
指
す
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
遍
計
所
執
性
」
と
は
、「
境
」
「
（
虚
妄
な
る
分
別
に
お
け
る
）
対
象
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

他
に
依
っ
て
起
る
と
い
う
依
他
起
性
を
有
す
る
現
象
世
界
を
虚
妄
な
る
分
別
で
捉
え
る
認
識
の
仕
方
を
指
す
、
と
す
る
の
が
言
葉
の
本
来
の
意
味
だ
ろ

う
。
虚
妄
な
る
分
別
と
は
、
能
取
・
所
取
の
二
取
で
捉
え
る
認
識
の
仕
方
を
指
す
と
す
れ
ば
、
「
遍
計
所
執
性
」
と
は
、
能
取
・
所
取
の
二
取
で
現
象

世
界
を
捉
え
る
認
識
の
仕
方
を
言
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
遍
計
所
執
性
」
は
認
識
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
認
識
の
仕
方
が
虚
妄
な
る

分
別
に
よ
る
も
の
だ
と
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
規
定
し
直
す
こ
と
で
、
言
葉
本
来
の
意
味
が
生
き
て
く
る
。

　

次
に
、
依
他
起
性
＝
虚
妄
分
別
、
遍
計
所
執
性
＝
対
境
と
の
唯
識
派
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
、
依
他
起
を
諸
存
在
、
あ
る
い
は
現
象
世
界
と
し
、
遍
計
所

執
性
を
虚
妄
分
別
と
結
び
つ
け
る
認
識
の
仕
方
と
し
て
、
自
説
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
長
尾
雅
人
は
「
空
義
よ
り
三
性
説
へ
」
と
い

う
論
文
に
お
い
て
、
「
識
即
ち
虚
妄
分
別
は
、
…
…
依
他
起
性
と
考
え
ら
る
る
も
の
で
あ
り

)32

(

」
、
『
中
辺
分
別
論
』
相
品
の
偈
「
虚
妄
分
別
は
有
り
」
以

下
を
引
用
し
て
「
先
ず
右
の
虚
妄
分
別
と
は
、
三
性
中
の
依
他
起
性
で
あ
り
、
こ
れ
を
所
依
と
し
て
種
種
な
る
遍
計
所
執
の
性
が
考
え
ら
れ
る

)33

(

」
と
述

べ
る
な
ど
、
明
確
に
、
依
他
起
性
＝
虚
妄
分
別
と
し
て
い
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
論
文
に
お
け
る
長
尾
雅
人
の
「
依
他
起
」
、
「
虚
妄
分
別
」
、
「
遍

計
所
執
」
等
の
言
葉
遣
い
を
見
て
い
る
と
、
依
他
起
を
法
（
諸
法
の
法
、
現
象
世
界
の
意
）
に
、
遍
計
所
執
を
虚
妄
分
別
と
結
び
つ
け
て
説
明
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

・
「
そ
れ
は
凡
夫
が
、
虚
妄
分
別
に
よ
っ
て
種
種
な
る
事
物
に
遍
計
執
す
る
か
ら
で
あ
る

)34

(

」

　

も
し
、
虚
妄
分
別
が
依
他
起
、
あ
る
い
は
依
他
起
性
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
凡
夫
は
、
依
他
起
性
に
よ
っ
て
種
種
な
る
事
物
を
遍
計
執
す
る
」
と
言
っ

て
も
良
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
長
尾
雅
人
は
そ
う
は
言
わ
な
い
。
「
虚
妄
分
別
に
よ
っ
て
種
種
な
る
事
物
に
遍
計
執
す
る
」
と
言
う
。
明
ら
か
に

遍
計
所
執
性
の
根
拠
が
虚
妄
分
別
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。

・
「
依
他
起
の
上
に
遍
計
執
せ
ら
れ
た
も
の
が
遠
離
せ
ら
る
る
時
、
円
成
実
性
の
顕
現
が
あ
る

)35

(

」

　

こ
こ
の
「
依
他
起
の
上
に
」
と
は
、
色
、
法
、
事
物
事
象
の
上
に
、
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
決
し
て
、
「
虚
妄
分
別
の
上
に
」
の
意
味
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、
「
虚
妄
分
別
の
上
に
遍
計
執
せ
ら
れ
た
」
で
は
な
く
、
「
事
物
事
象
の
上
に
遍
計
執
せ
ら
れ
た
」
と
し
な
け
れ
ば
意
味
が
通
じ
な
い
。
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・
「
遍
計
執
が
捨
離
せ
ら
れ
て
円
成
実
の
顕
現
す
る
こ
と
は
、
…
…
か
く
捨
離
せ
ら
る
る
こ
と
は
依
他
起
性
に
於
て
あ
る
の
で
あ
る

)36

(

」

　

こ
こ
の
「
に
於
い
て
」
は
、
場
所
ま
た
は
物
に
対
し
て
使
う
。
「
依
他
起
性
の
あ
る
事
物
事
象
に
於
て
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
「
依
他
起
性
の
あ
る
事

物
に
於
て
虚
妄
な
る
分
別
に
よ
っ
て
遍
計
執
し
て
い
た
こ
と
か
ら
遠
離
す
る
」
の
意
味
で
あ
る
。

・
「
依
他
と
は
根
本
仏
教
以
来
の
縁
起
と
い
う
概
念
に
等
し
い

)37

(

」

・
「
『
中
論
』
に
於
い
て
自
性
と
空
と
が
生
死
と
涅
槃
と
し
て
考
え
ら
れ
、
自
性
空
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
縁
起
法
の
義
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
縁
起

法
が
ま
た
生
死
涅
槃
の
統
合
者
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
。
而
し
て
こ
の
統
合
者
と
し
て
の
縁
起
法
が
、
依
他
起
性
と
し
て
別
立
せ

ら
る
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
性
説
は
完
備
せ
る
形
を
具
う
る
こ
と
と
な
っ
た

)38

(

」

　

要
す
る
に
、
依
他
と
は
縁
起
で
あ
り
、
依
他
起
性
は
縁
起
法
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
性
説
が
完
備
し
た
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。

・
「
そ
れ
故
に
依
他
起
は
最
初
虚
妄
分
別
な
る
識
で
あ
る
と
共
に
、
最
後
に
縁
起
法
で
あ
り
、
か
く
て
終
に
こ
れ
を
中
心
と
し
て
、
生
死
よ
り
の
解
脱

が
開
示
せ
ら
る
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る

)39
(

」

　

長
尾
雅
人
は
、
文
献
上
「
依
他
起
は
虚
妄
分
別
な
る
識
」
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、
「
最
後
に
」
は
「
縁
起
法
」
で
あ
る
、
と
宣
言

す
る
に
至
る
。
私
か
ら
見
て
何
と
も
苦
し
い
論
理
で
あ
る
。
最
初
か
ら
最
後
ま
で
依
他
起
は
縁
起
で
あ
る
と
す
れ
ば
い
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

・
「
か
く
の
如
く
に
し
て
、
法
と
法
性
と
の
媒
介
者
と
し
て
の
依
他
が
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
中
心
と
し
て
大
乗
仏
教
の
教
理
が
発
展
せ
し
め
ら
れ
た

)40

(

」

　

こ
の
指
摘
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
法
と
法
性
と
の
関
係
が
、
依
他
起
性
と
円
成
実
性
と
の
関
係
に
等
し
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、

依
他
起
性
は
虚
妄
分
別
で
は
な
く
、
存
在
論
と
し
て
の
縁
起
法
で
あ
る
と
し
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
こ
の
一
文
は
理
解
で
き
な
い
。

依
他
起
性
が
縁
起
法
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
と
、
次
の
長
尾
雅
人
の
主
張
が
よ
く
理
解
で
き
る
。

・
「
こ
の
菩
薩
の
不
住
涅
槃
な
る
思
想
こ
そ
、
ま
さ
し
く
三
性
説
、
殊
に
そ
の
依
他
起
性
よ
り
進
展
す
べ
き
性
質
の
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
不
住

涅
槃
と
は
涅
槃
に
も
住
せ
ず
生
死
に
も
住
せ
ざ
る
の
義
で
、
大
悲
の
故
に
生
死
を
捨
せ
ず
、
大
智
の
故
に
生
死
に
住
せ
ざ
る
こ
と
、
不
住
涅
槃
の
謂
に

ほ
か
な
ら
ぬ
。
然
る
に
か
か
る
不
住
涅
槃
の
あ
る
べ
き
場
所
と
し
て
は
、
ま
さ
し
く
依
他
起
性
の
世
界
の
ほ
か
に
は
あ
り
得
な
い
。
不
住
涅
槃
の
根
柢

に
横
た
わ
る
も
の
は
、
生
死
即
涅
槃
の
事
実
で
あ
る
。
而
し
て
遍
計
は
生
死
の
世
界
で
あ
り
、
円
成
が
涅
槃
で
あ
り
、
こ
の
両
者
の
統
一
者
と
し
て
の
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依
他
起
性
の
世
界
な
る
こ
と
を
考
え
合
せ
る
な
ら
ば
、
お
の
ず
か
ら
こ
れ
が
不
住
涅
槃
の
理
論
的
根
拠
た
る
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
い

)41

(

。
」

　

菩
薩
の
不
住
涅
槃
な
る
思
想
に
つ
い
て
、「
か
か
る
不
住
涅
槃
の
あ
る
べ
き
場
所
と
し
て
は
、
ま
さ
し
く
虚
妄
分
別
の
世
界
の
ほ
か
に
は
あ
り
得
な
い
」

と
し
た
の
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
こ
こ
は
や
は
り
、
「
か
か
る
不
住
涅
槃
の
あ
る
べ
き
場
所
と
し
て
は
、
ま
さ
し
く
依
他
起
性
の
世
界
の
ほ
か
に
は

あ
り
得
な
い
」
と
す
べ
き
あ
り
、
こ
こ
の
「
依
他
起
性
の
世
界
」
は
、
苦
に
充
ち
た
現
実
世
界
（
生
死
の
世
界
）
か
つ

0

0

解
脱
を
成
就
し
た
涅
槃
の
世
界

を
指
す
と
し
な
け
れ
ば
、
生
死
即
涅
槃
の
媒
介
者
と
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
長
尾
雅
人
は
、
依
他
起
を
法
（
諸
法
の
法
、
現
象
世
界
の
意
）
に
、
遍
計
所
執
を
虚
妄
分
別
と
結
び
つ
け
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ

は
実
質
的
な
規
定
の
変
更
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
表
面
上
は
、
依
他
起
性
＝
虚
妄
分
別
、
遍
計
所
執
性
＝
対
境
と
の
唯
識
派
の
規
定
を
否
定
し
な
い
。

否
定
は
し
な
い
が
、
実
質
的
に
変
更
し
て
い
る
。
こ
れ
は
良
く
な
い
。
正
面
か
ら
規
定
を
正
し
た
方
が
す
っ
き
り
す
る
。

　

次
に
再
構
築
さ
れ
た
三
性
説
に
基
づ
い
て
、
『
中
辺
分
別
論
』
の
冒
頭
の
本
頌
・
注
を
再
解
釈
す
る
。
そ
の
頌
は
、
三
性
説
の
総
説
で
あ
り
、
根
本

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
最
初
に
漢
訳
、
梵
語
か
ら
の
和
訳
、
そ
し
て
、
再
構
築
に
基
づ
く
解
釈
を
挙
げ
る
。

今
於
此
中
先
辯
其
相
。
頌
曰

　
　
　
　

虚
妄
分
別
有　

於
此
二
都
無　
　
　
　

　
　
　
　

此
中
唯
有
空　

於
彼
亦
有
此 	

［
一
・
一
］

論
曰
。
虚
妄
分
別
有
者
。
謂
有
所
取
能
取
分
別
。
於
此
二
都
無
者
。
謂
即
於
此
虚
妄
分
別
。
永
無
所
取
能
取
二
性
。
此
中
唯
有
空
者
。
謂
虚
妄

分
別
中
。
但
有
離
所
取
及
能
取
空
性
。
於
彼
亦
有
此
者
。
謂
即
於
彼
二
空
性
中
。
亦
但
有
此
虚
妄
分
別
。
若
於
此
非
有
。
由
彼
觀
爲
空
。
所
餘

非
無
故
。
如
實
知
爲
有
。
若
如
是
者
則
能
無
倒
顯
示
空
相

)42

(

。

そ
の
う
ち
、
相
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
く
。

虚
妄
な
る
分
別
は
あ
る
。
そ
こ
に
二
つ
の
も
の
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
（
す
な
わ
ち
虚
妄
な
る
分
別
の
な
か
）
に
空
性
が
存
在
し
、
そ
の
（
空
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性
）
の
な
か
に
ま
た
、
か
れ
（
す
な
わ
ち
虚
妄
な
る
分
別
）
が
存
在
す
る
。　
　
　
　
　
　
　

［
一
・
一
］

　

こ
こ
で
「
虚
妄
な
る
分
別
」
と
い
う
の
は
、
知
ら
れ
る
も
の
（
所
取
）
と
知
る
も
の
（
能
取
）
と
（
の
二
者
の
対
立
）
を
分
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
二
つ
の
も
の
」
と
は
、こ
の
知
ら
れ
る
も
の
と
知
る
も
の
と
で
あ
る
。
（
そ
れ
ら
二
つ
の
も
の
は
究
極
的
に
は
実
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
）「
空

性
」
と
は
、
こ
の
虚
妄
な
る
分
別
が
、
知
ら
れ
る
も
の
と
知
る
も
の
と
の
両
者
を
離
脱
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
「
そ
の
な
か
に
ま
た
、
か
れ
が

存
在
す
る
」
と
は
、
（
空
性
の
な
か
に
）
虚
妄
な
る
分
別
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
〝
或
る
も
の
が
或
る
場
所
に
な
い
と
き
、
後
者
（
す
な
わ
ち
或
る
場
所
）
は
、
前
者
（
す
な
わ
ち
或
る
も
の
）
と
し
て
は

空
で
あ
る
、と
い
う
よ
う
に
如
実
に
観
察
す
る
。
他
方
ま
た
、（
右
の
よ
う
に
空
で
あ
る
と
否
定
さ
れ
た
の
ち
に
も
）
な
お
（
否
定
さ
れ
え
な
い
で
）

な
ん
ら
か
あ
ま
っ
た
も
の
が
こ
こ
に
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
は
い
ま
や
実
在
な
の
で
あ
る
と
如
実
に
知
る
〟
と
い
う
空
性
の
正
し
い
相
が
明

ら
か
に
述
べ
ら
れ
た

)43

(

。

（
私
釈
）
あ
ら
ゆ
る
事
物
事
象
の
現
象
に
つ
い
て
、

こ
れ
を
認
識
す
る
際
、
そ
こ
に
は
虚
妄
な
る
分
別
が
あ
る
と
見
破
っ
た
な
ら
、
す
な
わ
ち
能
取･

所
取
の
二
取
で
捉
え
て
い
る
の
だ
と
見
破
っ
た
な
ら
、

そ
こ
に
は
も
は
や
二
つ
の
も
の
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
と
き
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
事
象
の
究
極
の
有
り
様
が
空
性
で
あ
る
、
と
悟
る
。
空
性
は
あ
ら
ゆ
る

事
物
事
象
に
お
い
て
存
在
し
、
そ
の
空
性
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
事
物
事
象
が
存
在
す
る
。
［
一
・
一
］

　

こ
の
よ
う
に
、〈
或
る
も
の
＝
二
取
で
捉
え
た
実
体
・
自
性
が
、
或
る
場
所
＝
あ
ら
ゆ
る
事
物
事
象
に
、
な
い
と
き
、
空
で
あ
る
と
如
実
に
観
察
す
る
。

ま
た
、
空
で
あ
る
と
否
定
さ
れ
て
も
、
な
お
そ
こ
に
所
余
の
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
実
在
な
の
で
あ
る
と
如
実
に
知
る
〉
と
い
う
空
性
に

つ
い
て
の
正
し
い
捉
え
方
と
有
り
様
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
た
。

（
私
注
）
依
他
起
性
の
現
実
世
界
を
、
能
取
・
所
取
の
二
取
で
捉
え
る
と
、
そ
こ
に
は
虚
妄
な
る
分
別
が
あ
る
故
に
、
現
実
世
界
の
究
極
の
姿
を
捉
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
依
他
起
性
の
現
実
世
界
を
、
能
取
・
所
取
の
二
取
で
捉
え
て
い
る
の
だ
と
見
破
り
、
二
取
を
離
れ
て
見
る
と
、
そ
こ

に
は
空
性
が
存
在
す
る
（
こ
と
が
解
る
）
。
そ
の
空
性
は
単
に
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
他
に
依
っ
て
起
る
現
実
世
界
に
は
、
固
定
的
な
実

体
は
な
く
、
ま
さ
に
相
互
に
依
存
す
る
関
係
、
縁
に
依
っ
て
起
る
関
係
が
厳
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
実
体
の
な
い
こ
と
、
自
性
の
な
い
こ
と
を

61　唯識派の三性説を再考する（大家）



空
と
言
い
、
相
互
に
依
存
す
る
関
係
を
空
性
と
言
う
。
『
般
若
心
経
』
は
こ
れ
を
「
色
即
是
空
」
と
言
っ
た
。
そ
れ
は
能
取
・
所
取
の
二
取
を
離
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
と
ど
ま
ら
な
い
。
空
性
は
現
実
の
世
界
を
離
れ
て
は
な
く
、
真
実
に
は
、
空
性
は
ま
さ
に
依
他
起
性
の

現
実
世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
。
二
取
を
遠
離
す
る
時
、
諸
法
は
法
性
で
あ
り
、
法
性
は
法
を
離
れ
て
は
あ
り
得
ず
、
法
性
は
法
の
た
だ
中
に
あ
る
。
『
般

若
心
経
』
は
こ
れ
を
「
空
即
是
色
」
と
言
っ
た
。
二
取
を
遠
離
す
る
こ
と
で
、
依
他
起
性
の
現
実
世
界
は
法
界
と
な
り
、
法
性
と
な
る
。
こ
れ
が
真
如

で
あ
る
。
唯
識
派
は
こ
れ
を
円
成
実
性
と
言
っ
た
。
円
成
実
性
は
、
能
取
・
所
取
の
二
取
で
捉
え
る
遍
計
所
執
性
を
完
全
に
離
脱
す
る
時
に
、
顕
現
す

る
依
他
起
性
の
現
実
世
界
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
は
空
で
あ
り
、
法
性
で
あ
り
、
真
如
で
あ
る
。
そ
し
て
、
依
他
起
性
の
現
実
世
界
が
空
で
あ
り
、
法
性

で
あ
り
、
真
如
で
あ
る
た
だ
中
に
、
そ
れ
で
も
な
お
、
所
余
の
も
の
が
厳
と
し
て
存
在
す
る
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
実
在
な
の
で
あ
る
。

（
ま
と
め
）

　

従
来
、
依
他
起
性
と
は
虚
妄
な
る
分
別
で
あ
る
、
と
規
定
し
て
き
た
が
、
こ
れ
を
規
定
し
直
す
。
す
な
わ
ち
、
依
他
起
と
は
文
字
通
り
他
に
依
っ
て

起
る
現
象
世
界
を
言
い
、
そ
の
有
り
様
は
ま
さ
に
縁
起
で
あ
る
、
縁
に
依
っ
て
起
る
現
象
世
界
の
有
り
様
を
依
他
起
性
で
あ
る
、
と
す
る
。
ま
た
、
遍

計
所
執
性
と
は
、
対
境
で
は
な
く
、
依
他
起
性
な
る
現
実
世
界
を
虚
妄
な
る
分
別
で
捉
え
る
捉
え
方
、
す
な
わ
ち
認
識
す
る
主
体
（
能
取
）
と
認
識
さ

れ
る
客
体
（
所
取
）
の
二
取
で
捉
え
、
そ
れ
に
執
着
す
る
こ
と
を
指
す
と
、
規
定
し
直
す
。
そ
し
て
、
円
成
実
性
と
は
、
虚
妄
な
る
分
別
か
ら
遠
離
し
、

能
取
・
所
取
の
二
取
で
捉
え
る
遍
計
所
執
性
か
ら
完
全
に
離
脱
し
て
、
依
他
起
性
な
る
現
実
世
界
を
見
る
と
き
に
現
成
す
る
存
在
の
有
り
様
が
空
で
あ

る
と
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
認
識
と
存
在
が
一
致
す
る
極
致
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
（
諸
存
在
）
が
法
性
で
あ
り
、
真
如
で
あ
る
。
そ

の
極
致
は
空
で
あ
り
な
が
ら
、
実
在
す
る
。
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 （
１
） 
世
親
（
荒
牧
典
俊
訳
）
『
唯
識
三
十
論
論
』
（
『
大
乗
仏
典
15
』
、
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）
、
一
六
五
頁
。

（
２
） 
世
親
（
長
尾
雅
人
訳
）
『
三
性
論
』
（
『
大
乗
仏
典
15
』
、
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）
、
二
〇
二
ー
二
〇
三
頁
。

（
３
） 

同
右
、
二
〇
五
ー
二
〇
六
頁
。

（
４
） 

本
頌
の
番
号
で
あ
る
が
、
長
尾
雅
人
訳
『
中
辺
分
別
論
』
（
『
大
乗
仏
典
15
』
、
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）
に
基
づ
い
て
引
用
者
が
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
５
） 

世
親
『
弁
中
辺
論
』
巻
上
、
大
正N

o.160, 31

巻464

頁c

段26

行 - 465

頁a

段2

行
。

（
６
） 

弥
勒
・
世
親
（
長
尾
雅
人
訳
）
『
中
辺
分
別
論
』
（
『
大
乗
仏
典
15
』
、
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）
、
二
三
七
頁
。

（
７
） 

世
親
（
荒
牧
典
俊
訳
）
『
唯
識
三
十
論
論
』
（
『
大
乗
仏
典
15
』
、
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）
、
一
六
五
頁
、
一
六
七
頁
、
一
六
九
頁
。

（
８
） 

同
右
。

（
９
） 

世
親
（
長
尾
雅
人
訳
）
『
三
性
論
』
（
『
大
乗
仏
典
15
』
、
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）
、
二
〇
三
頁
。

（
10
） 

同
右
。

（
11
） 

同
右
。

（
12
） 

弥
勒
・
世
親
（
長
尾
雅
人
訳
）
『
中
辺
分
別
論
』
（
『
大
乗
仏
典
15
』
、
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）
、
二
三
七
頁
。

（
13
） 

竹
村
牧
男
『
『
成
唯
識
論
』
を
読
む
』
春
秋
社
、
二
〇
〇
九
年
、
四
〇
六
ー
四
〇
七
頁
。

（
14
） 

竹
村
牧
男
は
、
遍
計
所
執
性
を
、
結
局
は
「
も
の
4

4

」
と
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
も
の
」
は
、
虚
妄
分
別
の
中
で
妄
執
さ
れ
た
「
も
の
」
で
あ
っ
て
、

事
物
事
象
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
識
の
中
で
構
成
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
も
っ
と
端
的
に
言
う
と
、
遍
計
所
執
性
は
「
も
の
」
で
は
な
く
、
事
物
事

象
に
は
他
と
区
別
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
「
自
性
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
他
と
区
別
さ
れ
る
が
故
に
「
差
別
」
が
あ
り
、
そ
の
自
性
や
差
別
を
以
て
そ
の
事
物
事
象
を

実
体
視
す
る
見
方
4

4

、
捉
え
方

4

4

4

を
言
う
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
の
が
私
の
主
張
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
遍
計
所
執
性
は
、
存
在
論
の
概
念
で
は
な
く
、
認
識
論
の
概

念
な
の
で
は
な
い
の
か
、
だ
か
ら
こ
そ
、
「
此
の
妄
執
す
る
所
の
自
性
と
差
別
と
を
、
総
じ
て
遍
計
所
執
の
自
性
と
名
づ
く
」
と
言
う
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

（
15
） 

世
親
（
長
尾
雅
人
訳
）
『
三
性
論
』
（
『
大
乗
仏
典
15
』
、
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）
、
二
〇
三
頁
。

（
16
） 

同
右
、
二
一
一
頁
。

（
17
） 

同
右
、
二
一
一
頁
。

（
18
） 

同
右
、
二
一
二
頁
。

（
19
） 

同
右
、
二
一
二
頁
。

（
20
） 

同
右
、
二
一
四
頁
。

（
21
） 

同
右
、
二
一
四
頁
。
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（
22
） 

同
右
、
二
一
七
頁
。

（
23
） 

私
の
中
に
、
依
他
起
性
と
は
文
字
通
り
他
に
依
っ
て
起
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
眼
前
に
生
起
す
る
事
物
事
象
の
有
り
様
を
指
す
と
の
理
解
が
あ
る
か
ら
、
理
解
で
き
な

い
の
だ
と
思
う
。
唯
識
派
の
よ
う
に
依
他
起
性
を
虚
妄
分
別
だ
と
思
い
直
せ
ば
、
い
い
だ
け
の
話
な
の
だ
が
。

（
24
） 
世
親
（
長
尾
雅
人
訳
）
『
三
性
論
』
（
『
大
乗
仏
典
15
』
、
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）
、
二
一
七
頁
。

（
25
） 

世
親
（
長
尾
雅
人
訳
）
『
三
性
論
』
（
『
大
乗
仏
典
15
』
、
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）
、
二
一
七
頁
。

（
26
） 

弥
勒
・
世
親
（
長
尾
雅
人
訳
）
『
中
辺
分
別
論
』
（
『
大
乗
仏
典
15
』
、
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）
、
二
三
二
ー
二
三
三
頁
。

（
27
） 

同
右
、
二
三
六
頁
。

（
28
） 

同
右
。

（
29
） 

同
右
、
二
四
六
頁
。

（
30
） 

同
右
、
二
四
五
頁
。

（
31
） 

『
解
深
密
経
』
巻
第
二
、
一
切
法
相
品
第
四
、
大
正N

o.676, 16

巻693

頁a

段
。

（
32
） 

長
尾
雅
人
「
空
義
よ
り
三
性
説
へ
」
『
中
観
と
唯
識
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
、
一
九
一
頁
。

（
33
） 

同
右
、
一
九
三
頁
。

（
34
） 

同
右
、
一
九
三
頁
。

（
35
） 

同
右
、
一
九
三
頁
。

（
36
） 

同
右
、
一
九
七
頁
。

（
37
） 

同
右
、
一
九
八
ー
一
九
九
頁
。

（
38
） 

同
右
、
一
九
九
頁
。

（
39
） 

同
右
、
一
九
九
頁
。

（
40
） 

同
右
、
一
九
九
頁
。

（
41
） 

同
右
、
二
〇
〇
頁
。

（
42
） 

『
弁
中
辺
論
』
巻
上
、
大
正N

o.1600, 31

巻464

頁b

段
。

（
43
） 

弥
勒
・
世
親
（
長
尾
雅
人
訳
）
『
中
辺
分
別
論
』
（
『
大
乗
仏
典
15
』
、
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）
、
二
三
二
ー
二
三
三
頁
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
三
性
説
、
依
他
起
性
、
遍
計
所
執
性
、
円
成
実
性
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