
一
相
と
し
て
の
諸
法
実
相

潘

哲

毅

は
じ
め
に

智
顕
の
語
る
諸
法
実
相
の
最
大

の
魅
力
と
は
何
か
と
問
う
な
ら
ば
、
そ
れ
が
高
遠
な
る
仏
陀
の
教
え
を
、
わ
れ
わ
れ
の
目
の
前
に
あ

　ユ
　

る

こ
の

一
色

一
香
や
日
々
の
生
活

の
営
み
に
お
い
て
語
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
も
ま
た
天
台
学
研
究
に
お
い
て
、
絶
え
ず
注
目
さ
れ
る

課
題

の

一
つ
で
も
あ
る
。

諸
法
実
相

の
研
究
に
用
い
る
最
も
主
な
研
究
方
法
と
い
え
ば
、
諸
法
実
相
を
主
体
的
存
在
と
し
て
捉
え
る
研
究
方
法
で
あ
る
。
そ
の

主
体
的
研
究
方
法
と
は
、

一
般
的
な
西
洋
哲
学
に
用

い
る
、
主
観
と
区
別
さ
れ
る
主
体
で
は
な
く
、
逆
に
西
洋
哲
学
に
お
い
て
、
ま
れ

　　
　

に
し

か
使
用
し
な
い
全
体
的

・
根
源
的
に
、
人
間
を
考
え
て
い
く
と
い
う
実
存
的
な
主
体
観
念
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
時
代
的
な

客
観
的
な
科
学
主
義
の
も
た
ら
し
た
疎
外
感
か
ら
、
人
間
性
を
回
復
す
る
動
き
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
人
間

の
本
質

(自
性
)
を

す
　

否
定
す
る
、
仏
教
の
無
我
を
解
釈
す
る
に
も
好
都
合
で
あ
る
。

一
方
で
は
、
我
の
自
性
を
直
接
問
題
に
し
な
い
天
台
に
お
い
て
、
そ
の

事
情

は
少
し
異
な
る
。

つ
ま
り
、
主
体
的
研
究
方
法
を
用

い
る
の
は
、
無
我
の
解
釈

で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
常
識
で
あ
る
、
物
事
を

一
相
と
し
て
の
諸
法
実
相

五
三
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対
象

と
し
て
見
る
思
惟
方
法

(主
観

・
客
観
)
か
ら
の
脱
却
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
新
た
な
視
点
に
お
い
て
、
存
在

の
あ
り
の
ま
ま
の
極

相

を
探
求
し
て
い
く
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中

に
は
、
主
体
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
能
動
的

・
実
践
的
な
能
力
を
、
極
限
ま
で

高

め
る
狙
い
が
あ

っ
た
。
そ
れ
が
智
顕

の
己
心
を

べ
ー
ス
に
し
て
、
開
顕
し
た
実
相
の
表
白
で
あ
る

一
念
三
千

・
円
融
三
諦
な
ど
の
よ

う

に
、
世
界
全
体
を

一
気

に
掴

み
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
現
実

の
生
活
場
面
で
あ
る
こ
こ
に
お
い
て
、
表
現
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
背
景
に
最
初

に
現
れ
た
の
は
、
今
か
ら
約
五
十
五
年
前
の

一
九
四
七
年

に
出
版
さ
れ
た
、
宗
教
哲
学
者
石
津
照
璽

の

『天

台
実

相
論
の
研
究
』
で
あ
る
。
石
津
氏
は
こ
の
本

に
お
い
て
、
天
台
の
い
う
己
心
を
言
葉
通
り
に
受
け
止
め
、
自

分
自
身
の
心
と
し
、

そ

こ
か
ら
正
直
に
天
台

の
い
う
こ
と
を
聞
き
、
自
身
の
宗
教
哲
学
の
究
極
な
根
拠
と
そ
こ
に
見
ら
れ
る
宗
教
の
本

質
的
な
事
実
を
求
め

　　
　

た

の
で
あ
る
。
氏
の
研
究
態
度
は
わ
れ
わ
れ
を
感
銘
さ
せ
て
く
れ
る
が
、
筆
者
に
は
決
し
て
真
似

の
で
き
な

い
も

の
で
あ
る
。
と
は

い

　
こ

え
、
石
津
氏

の
こ
の
研
究
態
度
は
、
上
に
述

べ
て
き
た
諸
法
実
相
を
根
本
的
根
源
的
に
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
本
質
や
根

拠
を
求
め
る
傾
向
が
あ
る
。
石
津
氏
は

「縁
り
由

っ
て
」
と
い
う
言
葉
を
多
用
す
る
或
い
は
論
文
の
文
体
を
語
り
風
に
す
る
こ
と
よ
り
、

何

と
か
こ
の
問
題
を
避
け
よ
う
と
し
た
が
、
極
相
を
用
い
る
以
上
、
結
果
的
に
実
相
を
実
体
的
な
も
の
と
し
て
捉

え
る
こ
と
で
あ
る
。

そ

れ
が
さ
ら
に
、
安
藤
俊
雄
氏

の

『天
台
性
具
思
想
論
』
に
な
れ
ば
、
こ
の
傾
向
は
ま
す
ま
す
強
く
な
り
、
根
本
原
理
と
し
て
天
台
の

　
　
　

実
相
観
を
理
解
し
た
の
で
あ
る
。

J

全
体
的

・
根
源
的
或
い
は
本
質
的

・
根
拠
的
に
実
相
を
捉
え
る
問
題
点
は
、
そ
れ
に
よ

っ
て
物
事
を
対
象
と
し

て
捉
え
る
こ
と
が
避

け
ら
れ
る
と

い
う
幻
想
に
あ
る
。
全
体
に
し
て
も
根
源
に
し
て
も
必
ず
何
か
の
全
体
何
か
の
根
源
で
あ
る
の
で
、

こ
の
よ
う
な
捉
え
方

は
対
象
と
し
て
捉
え
る
物
事

に
依
存
す
る
と
言
え
る
。
森
を
例

に
し
て
い
う
と
、
森
全
体
を
見
る
た
め
に
は
、

一
定

の
距
離
に
お
い
て

初

め
て
見
え
る
。
こ
こ
で
森

の
他
者
化
が
起
こ
る
。

つ
ま
り
、
森
を
観
察

の
対
象
と
し
な
け
れ
ば
、
森
が
見
え
な

い
の
で
あ
る
。
実
際



に
は
、
物
事
が
見
え
る
の
は
、
対
象
と
し
て
あ
る
か
ら
見
え
る
の
で
あ

っ
て
、
対
象
を
抜
き
に
し
て
物
事
を
見
る
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で

あ

る
。
見
る
こ
と
の
行
為
自
体
が
意
味
を
失
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
物
事

の
本
質
や
根
源
や
根
拠
を
求
め
る
以

上
、
物
事
の
実
体
化

(自
性
)
が
避
け
ら
れ
な

い
。
実
相
も
含
む

一
切
の
相
は
仮
相
で
あ
る
と
す
る
智
顕
の
立
場
に
反
す
る
も
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
本
論

で
は
、
ま
ず
如
何
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
相
で
あ
る
以
上
仮
の
相
で
あ
り
、
対
象
と
な
る
相
で
あ
る
と
い
う
点

に
徹
し
て
諸
法
実
相

を
考
え
て
い
き
た
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
諸
法
実
相
は
わ
れ
わ
れ
の

一
般
的
な
思
惟
の
対
象
で
は
な
い
と
い
う
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
論
で
は
諸
法
実

相

の
別
名
で
あ
る

一
相
に
は
、
理
解
さ
れ
る

一
相
と
了
解
さ
れ
る

一
相
と
の
二
重
の
意
味
が
あ
る
こ
と
明
ら
か
に
し
、
そ
の
二
重
の
語

義
を
具
え
る

一
相
こ
そ
は
、
智
顕
の
説
く
諸
法
実
相
で
あ
る
と
主
張
し
た

い
。
本
論
の
全
体
と
し
て
、
「実
相
の
概
念
」
・
「諸
法
実
相

の
読
み
方
」
・
「即
空
即
仮
即
中
と
し
て
の

一
相
」
と
い

っ
た
三
部
分
か
ら
な
る
。
「実
相
の
概
念
」
に
お
い
て
は
、
石
津
氏
の
下
し
た

諸
法
実
相
の
概
念
を
解
析
し
、
こ
の
概
念

の
問
題
点

で
あ
る
領
域

の
区
別
を
検
討
す
る
。
「諸
法
実
相
の
読
み
方
」

に
お
い
て
は
、

い

　ヱ

ま
だ
に
決
着
し
て
い
な
い
、
諸
法
実
相
の
読

み
方

の
問
題
を
考
察
す
る
。
「
即
空
即
仮
即
中
と
し
て
の

一
相
」
に
お
い
て
は
、
即
空
の

空
が
言
葉
と
し
て
そ
れ
自
体
意
味
を
も

っ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
注
目
し
、
空
で
あ
る
虚
空
の
了
解
に
お
い
て
の

一
相
と
仮
の
無
量
相

の

一
相
と
の
違

い
の
中

に
諸
法
実
相
を
問

い
直
し
た
い
と
思
う
。
そ
こ
で
物
事
を
実
体
化
す
る
根
源
の

一
と
虚
空

に
お
い
て
了
解
さ
れ

る

一
と
の
違
い
は
、
前
者
は
物
事

の
内
部

に
あ
り
相
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
、
後
者
は
物
事

に
は
依
存
し
な
い
人
間
精
神

の
直
観
す

る
力
で
あ
る
と

い
え
る
。

一
相
と
し
て
の
諸
法
実
相

五
五
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一
、
実
相

の
概
念

石
津
氏
は
、
智
顕
の
い
う

一
法
の
理
解

に
よ

っ
て
下
し
た
実
相

の
概
念
が
、
領
域
の
区
別
か
ら
始
ま
る
。

つ
ま
り
、
物
事
を
対
象
と

し
て
見
る
わ
れ
わ
れ
の
思
惟

の
現
実
は
、
こ
こ
か
ら
向
こ
う
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
石
津
氏
は
こ
の
こ
こ
を
第

一
の
領
域
、
向
こ
う
を

第
二

の
領
域
と
し
て
配
置
し
、
そ
し
て
こ
の
第

一
の
領
域
と
第

二
の
領
域
を
超
克
し
た
第
三
の
領
域

(主
体
的
)

に
於
い
て
諸
法
実
相

の
現
実
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
領
域
に

つ
い
て
、
自
己
の
領
域
を
中
心
的

に
つ
き

つ
め
る
と
、
ご
く
普
通
の
意
味

で
、

一
方
に
自
己
の
心
や
主
観
と

い
ふ
も
の
が
考

へ
ら
れ
、
他
方

に
は
、
こ
の
自
己
の
心
な
り
主
観
な
り
に
相
手
ど
ら
れ
て
を
る
と
こ
ろ
の
相
手
の
も
の
他

の
も
の

或
は
客
観
と
い
ふ
も
の
が
考

へ
ら
れ
て
を
る
。
そ
こ
で
、
仮
に
、
こ
の
や
う
な
自
己
な
る
も
の
の
領
域
を
第

一
の
世
界
と
し
、
こ

れ
に
対
す
る
相
手

の
も
の
他

の
も
の
の
領
域
を
第
二
の
世
界
と
し
よ
う

(こ
こ
で
世
界
と
い
ふ
の
は
特
別
な
意
味
で
い
ふ
の
で
は

な

い
。
範
囲
や
仕
切
り
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
)
。
次
に
相
手
の
も
の
他

の
も

の
と

い
っ
て
も
、
そ
れ
は
実
際

に
は
自
己
が
そ
れ
を

相
手
ど

っ
て
処
し
て
を
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
常

に
そ
れ
ら
は
自
己
と
の
関
係
や
交
渉
に
於

い
て
あ
る

か
ぎ
り
の
も
の
で
あ

る
。

こ
の
や
う
自
己
と
相
手
と
打
ち
つ
か

っ
て
を
り
、
組
み
合
は
さ

っ
て
現
実

に
存
在
し
て
を
る
と
こ
ろ
の
、
そ
の
当
の
実
際
の

　　
　

現
実

の
場
面
を
仮
に
第
三
世
界
と
し
よ
う
。

　
　
　

こ
の
第

一
領
域
と
第
二
領
域
と
の
区
別
に
お
い
て
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、
こ
の
区
別
は
、
「
こ
こ
で
世
界
と

い
ふ
の
は
特
別
な
意

味

で
い
ふ
の
で
は
な
い
。
範
囲
や
仕
切
り
と
い
ふ
意
味

で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
判
断
や
分
別
と
い
う
用
語
に
も
置
き
換
え
ら
れ
る

も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
分
別
や
判
断
は
、
他
者
や
対
象
を
区
別
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
わ
れ
を
含
む
判
断

や
分
別
で
あ
る
。

つ



ま
り
、
石
津
氏
は
第

一
・
第

二
領
域
の
区
別
は
、
常

に
判
断
さ
れ
た
も
の
や
分
別
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
判
断
者
や
分
別
者
自

身

を
も
取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「特
別
な
意
味

で
は
な
い
」
と
い
う

こ
と
は
、
現
実

の
わ
れ
わ
れ

の
実
生
活
に
あ
る
、

こ

の
己
心
や

一
色

一
香
を
意
識
し
て
い
る
と

い
え
る
。
こ
の
第
三
の
領
域

の
設
立
に
は

一
つ
の
難
点
が
含
ま
れ
る
。

つ
ま
り
、
わ
れ
わ

れ
は
物
事
を
見
る
際
、
必
ず
視
点

(立
場
)
が
あ
る
。
視
点
が
あ
る
こ
と
は
第

一
の
領
域
と
第
二
の
領
域
で
物
事

を
見
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
な
れ
ぼ
対
象

の
認
め
な
い
第
三
の
領
域
に
お
い
て
は
視
点
が
認
め
ら
れ
な
い
。
第
三
の
領
域
が
設
け
ら
れ
た
狙
い
は
、
ま
さ
に
こ

の
視

点
を
消
す
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。

そ
こ
で
端
的
に
い
ふ
と
、
わ
れ
わ
れ
が
実
際

の
生
活
に
於

い
て
、
そ
の
場
そ
の
場
で
、
刻
々
に
、
そ
こ
に
於

い
て
現
実
に
存
在
す

る
と
こ
ろ
の
具
体
的
な
場
面
と
は
、
右
の
よ
う
な
第

一
や
第
二
の
世
界
或
は
領
域

に
あ
る
の
で
は
な
い
。
実

に
第
三
の
世
界
第
三

の
領
域
に
於

て
、
相
手
も
心
も
物
も
、
そ
の
外
万
端
の
事
態
象
は
、
現
実
に
存
在
す
る
と
い
ふ
か
ぎ
り
、
そ

の
在

っ
て
を
る
ま
ま

　り
　

の
真
相
実
際
は
す

べ
て
こ
の
第
三
の
世
界

に
於

い
て
あ
る
の
で
あ
る
と
観
る
。

つ
ま
り
、
第
三
の
領
域

の
設
立
は
、
諸
法
実
相
を
わ
れ
わ
れ
の

一
般
的
な
思
惟
方
法
で
あ
る
、
分
別
や
判
断
そ
し
て
視
点
か
ら
切
り

離

し
て
、
そ
の
場
そ
の
場

の
継
起
す
る
時
間
の
観
念

の
中
に
捉
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
下
し
た
諸

法
実
相
の
主
体
的
概

念

は
次
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

諸
法
実
相
と
は
、
諸
法
の
実
相
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
諸
法
が
実
相
、
実
相
が
諸
法
と
い
は
れ
れ
る
と
ほ
り
で
あ
る
。
法
と
は

「可
軌
」
と
も

い
は
れ
る
が
、
も
の
は
在
る
や
う
に
在

っ
て
を
る
の
で
あ
る
。
そ
の
在
る
や
る
に
在
る
在
り
や
う
の
根
本
は
ど
こ

ま
で
も
縁
り
由

っ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
の
勝
義

の
場
面
は
も
の
が
各
自

に
と
っ
て
在
る
と
在
る
と
い
ふ
。
そ

の
在
り
の
当
処
即
ち

各
自
の
現
実
の
当
処

で
あ
る
。
そ
の
当
処
は
も
の
そ
の
も
の
や
心
そ
の
も
の
の
領
域
に
内
属
し
な
い
。
そ
れ
ら
の
領
域
を
超
え
た

第
三
の
場
面
の
領
域

で
あ
る
。
こ
の
領
域

に
於
て
、
も
の
は
心
の
あ
り
や
う
在
り
ぶ
り
の
当
処
に
於
て
在
り
、
心
は
も
の
の
あ
り

一
相
と
し
て
の
諸
法
実
相

五
七
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や
う
在
り
ぶ
り
の
当
処
に
於
て
在
る
と
も
極
言
し
得
る
。
け
だ
し
も
の
も
心
も
そ
の
も
の
と
し
て
在
る
の
で
は
な
く
、
在
る
か
ぎ

り
に
於
て
現
に
在

っ
て
を
る
当
の
存
在

の
場
面
た
る
第
三
の
領
域

に
於
て
在
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
領
域

に
於
て
心
の
在
り
や
う

と
も
の
の
在
り
や
う
と
が
別
々
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
縁
り
由

っ
て
在

っ
て
を
る
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
の
や
う
な
も
の
が
ど
の
や

う
な
交
渉
を
し
て
を
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
問
題
と
し
て
を
る
の
で
は
な

い
。
凡
そ
も
の
が
在
る
と
い
ふ
か
ぎ

り
、
そ
の
在
り
の
当

処
当
相
が
縁
り
由

っ
て
在
る
と
い
ふ
あ
り
や
う
に
於

て
在
り
、
そ
の
所
在
が
第
三
の
領
域

で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

こ
の
諸
法
実
相
の
概
念
を
解
析
す
る
と
、
ま
ず
諸
法
実
相
は

一
般
で
は
諸
法

の
実
相
と
読
む
が
、
こ
こ
で
は

「諸
法

の
実
相
で
は
な

く
、
諸
法
が
実
相

・
実
相
が
諸
法
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
読
み
方
に
用
い
る
、
言
語
的
文
法
は
ま

っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

諸
法
の
実
相
と
読
む
場
合
は
、
諸
法
と
実
相
と
の
関
係
が
連
体
修
飾
語
と
中
心
語
と
の
関
係
で
あ
り
、
そ
の
中
に
中
心
語

(実
相
)
が

連
体
修
飾
語

(諸
法
)
の

一
部
分
で
あ
る
。
連
体
修
飾
語

(諸
法
)
の
概
念
範
疇
は
、
中
心
語

(実
相
)

の
概
念
範
疇
よ
り
大
き
い
。

諸
法
は
実
相

・
実
相
は
諸
法
と
読
む
場
合
は
、
諸
法
と
実
相
の
関
係
が
主
語
と
述
語
の
関
係
で
あ
り
、
そ
し
て
諸
法
と
実
相
と
は
こ
の

　け
　

関
係
に
お
い
て
互

い
に
置
き
換
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
諸
法
と
実
相
と
の
概
念
範
疇
は
全
く
対
等
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
の

異

な
る
読
み
方
に
お
い
て
、
全
く
異
な
る
文
法
規
則
に
従

っ
て
い
る
。
特
に
後
者
は
諸
法
と
実
相
と
は
置
き
換
え
可
能

の
対
等
関
係

に

あ

る
の
で
、
論
理
的

に
無
意
味
で
あ
る
。
石
津
氏
は
こ
う
読
ん
だ
文
献
的
根
拠
は
、
智
顕

の
語
る
分
別
さ
れ
な
い

一
法
と

一
法
異
名
が

　
ね
　

あ

る
。

つ
ま
り
、
相

の
存
立
が

一
法
に
お
い
て
あ
る
の
み
で
、
そ
の

一
法
が
そ
の
ま
ま

一
切
法
を
意
味
す
る
の
で
、
同
時
に
二
つ
の
法

の
存
立
は
認
め
ら
れ
な
い
。
二

つ
の
法
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
二
つ
の

一
切
法
が
な
い
と
い
け
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
諸
法

実
相
の
読
み
方
は
諸
法
の
実
相
で
は
な
く
、
諸
法
は
実
相

・
実
相
は
諸
法
が
成
り
立

つ
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
実
相
が
二
を
認
め

る
対
象
に
な
り
得
る

「有
る
」
で
は
な
く
、
絶
え
ず
す
べ
て
と
の
関
わ
り

(縁
り
由

っ
て
)
に
お
い
て
在
る
の
で
あ
る
。
絶
え
ず
す
べ

て
と
の
関
わ
り

(縁
り
由

っ
て
)
に
お
い
て
在
る
と
い
う
こ
と
は
、
第

一
領
域
と
第
二
領
域
を
超
克
す
る
こ
と
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が



物
事
を
見
る
時
に
必
ず
存
在
す
る
視
点
を
消
す
こ
と
で
あ
る
。

一
見
、
こ
の
視
点
を
消
し
た
第
三
の
領
域

に
見
る
実
相

の
概
念
が
正
し
い
よ
う

に
見
え
る
が
、

こ
こ
に
は
、

一
つ
の
基
本
的
な
誤
り

が
あ
る
と
思
う
。

つ
ま
り
、
第
三
の
領
域
が
果
た
し
て
可
能
な
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
智
顕
の
最
も
現
実
的

に
、
実
相
を

　お
　

表
白
し
た

「
一
色

一
香
無
非
中
道
」
(物
)
「
一
切
世
間
治
生
産
業
、
皆
與
實
相
不
相
違
背
。
」
(事
)
に
お
い
て
考
え
る
。

一
色
と
し
て

の
黄
色

い
花
を
例
に
し
て
考
え
る
と
、
黄
色

い
花
は
わ
れ
わ
れ
の
視
覚

の
対
象
で
あ
り
、
そ
の
色
が
見
え
る
の
は

か
な
ら
ず
、
わ
れ
自

身

の
い
る
場
所
こ
こ
か
ら
見
た
黄
色

い
花
で
あ
る
。
言

い
換
え
る
と
、
黄
色

い
花
が
あ
る
の
は
、
こ
ち
ら
と
あ
ち
ら
と
の
場
所
の
区
別

が
あ

っ
て
初
め
て
成
り
立

つ
も

の
で
あ
る
。
誰
も
見
て
い
な
い
黄
色

い
花
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
石
津
氏
の
い

う

こ
ち
ら

(第

一
の
領
域
)
と
あ
ち
ら

(第
二
の
領
域
)
を
超
克
し
た
第
三
の
領
域
に
あ
る
黄
色

い
花
は
存
在
し
な

い
。
そ
し
て
、
石

津
氏
の
こ
の
第
三
の
領
域
が
視
点
を
消
す
た
め
に
設
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
だ
と
す
れ
ば
、
実
際
に
は
、
視
点
を
ぼ
か
し
て
見
え
な
い

よ
う
に
し
た
だ
け
で
あ

っ
て
、
黄
色

い
花
が
見
え
る
以
上
、
視
点
を
消
す
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
縁
り
由

っ
て
と
い
っ
て
も
、

物
事
の
区
別
が
あ

っ
て
初
め
て
成
り
立

つ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
第
三
の
領
域
の
問
題
を
次
ぎ

の
石
津
氏
の
用
い
る
譬
え
で
考
え
る
と
。

第
三
の
世
界
は
第

一
や
第
二
の
世
界
と
は
別
の
層
位

に
於
て
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
両
者
と
は
か
け
離
れ
る
領
域
で
あ
る
。
恰
度
よ

く
引

か
れ
る
譬
で
あ
る
が
、
鐘
の
響
き
が
鐘
や
撞
木
と
は
別
な
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
鐘
や
撞
木
か
ら
は
鐘

の
響
き
を
捉

へ
る
こ
と
が
で
き
な

い
や
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
に
於
て
の
み
具
体
的
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
現
実

の
当
處
即
ち
第

三
領
域
の
世
界

に
於
て
あ
る
も
の
は
、
捉
え
や
う
が
な
い
。

確
か
に
、
鐘
や
撞
木
か
ら
鐘

の
響
き
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
鐘
と
撞
木
と
の
違
い
が
な
い
と
鐘

の
響
き
も
な
い
で

あ

ろ
う
。
鐘
と
撞
木
と
の
違

い
は
第

一
の
領
域
と
第
二
の
領
域
と
の
違
い
で
あ

っ
て
、
区
別
を
認
め
な
い
第
三
の
領
域

で
は
な
い
の
で

あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
成
立
し
な
い
第
三
の
領
域
に
お
い
て
の
諸
法
実
相
の
理
解
は
不
可
能

で
あ
る
。

一
相
と
し
て
の
諸
法
実
相

五
九
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二
、
諸
法
実
相

の
読

み
方

石
津
照
璽
氏
の
下
し
た
智
頻

の
実
相
観

の
定
義
に
お
い
て
、
天
台
実
相
研
究

の
た
め
に
最
も
貢
献
し
て
い
る
の
は
、
何

と
い

っ
て
も

諸
法
実
相
の
読
み
方

の
発
見
で
あ
る
。
そ
れ
が
通
仏
教
的
な
諸
法

の
実
相
で
は
な
く
、
諸
法
は
実
相

・
実
相
は
諸
法
で
あ
る
と
い
う
言

語
上

の
文
法
転
換
で
あ
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
石
津
照
璽
氏
の

『天
台
実
相
論

の
研
究
』
以
後
、
こ
の
読
み
方
は
必
ず
し
も
生
か
さ
れ

　け
　

て

い
な
い
の
も
実
情

で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
三

つ
あ
る
と
思
う
。

一
つ
は
、
何
故
諸
法
実
相
を
諸
法
は
実
相

・
実
相
は
諸
法
と
読
む
べ

き
な
の
か
の
論
理
的
不
十
分
さ
に
あ
る
。
二

つ
は
、
諸
法
実
相
を
諸
法
の
実
相
と
読
む
の
は
通
仏
教
の
読
み
方
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の

一
般
的
言
語
習
慣
に
従

っ
た
読

み
方
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
三
つ
は
、
『法
華
玄
義
』
に
は
、
実
際
諸
法
之
実
相

の
用
例
が
三
回

一
例

　め
　

あ

る
。
そ
の
た
め
に
諸
法
実
相

の
読
み
方
は
折
衷
的

に
し
て
場
合

に
よ

っ
て
読

み
方
が
変
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

一
つ
目
の
論
理
的

不
十

分
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
節
に
お
い
て
そ
れ
が
言
語
の
構
造
の
転
換
で
あ
る
こ
と
と
し
て
補
充
し
た
。
二

つ
目
に
つ
い
て
は
、

「唯
仏
與
仏
乃
能
究
尽
諸
法
実
相
」
で
考
え
る
と
、

一
般
的
な
言
語
習
慣
に
従
え
ば
、
諸
法
実
相
は
諸
法
の
実
相

と
読
む
の
は
自
然
で

あ

ろ
う
。
し
か
し
、
諸
法
実
相
は

「仏
と
仏
の
み
究
尽
で
き
る
」
と
い
う
前
提
が
あ
る
の
で
、
俗
人
で
あ
る
我
々

の
言
語
習
慣
に
従

っ

て
読

む
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
の
読
む
文
法
の
転
換

の
意
味
に
つ
い
て
前
節

で
論
じ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
文
例

で
は
、

諸
法
実
相
を
諸
法
の
実
相
と
す
る
で
は
な
く
、
む
し
ろ
諸
法
実
相
を
そ
の
ま
ま

一
つ
の
固
有
名
詞
と
す
る
方
は
妥
当

で
あ
る
。
問
題
に

な

る
の
は
、
三
つ
目
の
諸
法
之
実
相
の
用
例
を

い
か
に
扱
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

『法
華
玄
義
』
の
例
文
と
は

お
　

一
切
實

一
切
不
實
、

一
切
亦
實
亦
不
實
、

一
切
非
實
非
不
實
、
皆
名
諸
法
之
實
相
。

こ
れ
は
智
顕
が

『大
智
度
論
』
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
原
文
は
次
で
あ
る
。



一
切
實

一
切
非
實

及

一
切
實
亦
非
實　レ

　

一
切
非
實
非
不
實

是
名
諸
法
之
實
相

『大
智
度
論
』

の
原
文
で
わ
か
る
よ
う

に
、
こ
れ
が
七
文
字
偈
頌
で
あ
る
。
偈
頌
の
前
後
文
を
見
る
と
諸
法
之
実
相
で
は
な
く
、
す

べ
て
諸
法
実
相
に
な

っ
て
お
り
、
そ
の
上

『大
智
度
論
』
の
全
文
に
見
る
、
諸
法
之
実
相

の
用
例
は
わ
ず

か
三
例

あ
る
の
み
、
し
か
も

す

べ
て
偈
頌
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
『大
智
度
論
』
に
見
る
諸
法
之
実
相

の

「之
」
は
、
偈
頌

の
文
字

の
長
さ

(七
文
字
)
を
整
え

る
た
め
に
付
け
加
え
た
、
文
意
上
意
味
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
在
確
認
の
で
き
る
智
顕
の
文
献
全
般
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
『法
華
玄
義
』
に
三
回

一
例
、
『維
摩
玄
疏
』
に
二
回

一
例
、
『次
第
禅
門
』
と

『小
止
観
』

に
は
二
回

一
例
、
合
わ
せ

る
と
七
回
二
例
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
二
例

の
い
ず
れ
も
偈
頌
の
文
字
数
を
整
え
る
た
め
に
、
諸
法
実
相

の
間
に

「之
」
を

付
け
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
文
意
上
意
味

の
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
智
顕
文
献

に
見
る
諸
法
之
実
相

の
用
例
は
、
諸
法
実

相
が
諸
法
の
実
相
と
読
む
根
拠

に
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
諸
法
実
相
を
諸
法
の
実
相
と
読
む
可
能
性
を
否
定
で
き
な

い
。
と
い
う
の
は
、
文
法
規
則
が
厳
格
で
な
い
漢
文
と
し

て
の
諸
法
実
相
に
は
、

二
つ
の
読
み
方
の
い
ず
れ
も
可
能

で
あ
る
と
い
う
の
は
そ
の
理
由
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
諸
法
実
相
の
文
例

の
す

べ
て
を
意
味
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
作
業
を
す
る
前
に
、
二

つ
の
読
み
方

の
意
味
上
の
判
別
基
準
を

定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
諸
法
は
実
相

・
実
相
は
諸
法
の
読
み
方
に
お
い
て
は
、
言
語
的
に
は
主
語
と
述
語
の
関
係

に
あ
り
、
し
か

も
そ
の
互
い
の
関
係
は
全
く
対
等

で
、
置
き
換
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
論
理
的

に
は
二
語
反
復
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
諸
法
実
相
は

一
法
と
し
て
の
実
相
の
直
説

で
あ
り
、
絶
待
的
で
あ
る
。
諸
法

の
実
相
の
読
み
方
に
お
い
て
は
、
諸
法

の
妄
相
に
対
す

る
否
定
の
意
味
が
含
ま
れ
る
の
で
、
中
心
語
と
し
て
の
実
相
は
連
体
修
飾
語
と
し
て
の
諸
法
の

一
部
分
で
あ
り
、
諸
法

の
概
念
範
疇
は

実
相
の
概
念
範
疇
よ
り
大
き
い
。
こ
の
よ
う
な
諸
法
実
相
は
、
世
俗
法
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の

一
般
的
な
思
惟
方
法

で
あ
り
、
方
便
で
も

一
相
と
し
て
の
諸
法
実
相

六

一
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あ

る
。
否
定
の
対
象
或
い
は
選
ぶ
対
象
が
背
景
に
あ
る
の
で
、
相
待
的
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
因
み
に
、
諸
法
実
相
の
読
み
方
は

諸
法

の
実
相
な

の
か
、
そ
れ
と
も
諸
法
は
実
相

・
実
相
は
諸
法
な
の
か
の
判
定
基
準
は
、
そ
の
手
法
が
相
待
的
な

の
か
そ
れ
と
も
絶
待

　あ
　

的

な
の
か
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
相
待
的
手
法
の
特
徴
は
、
比
較
し
て
否
定
す
る
或

い
は
選
び
取
る
で
あ
る
な
ら
ば
、

絶
待
的
手
法
の
特
徴
は
、
既
に
石
津
氏

の
指
摘
し
た
通
り

一
法

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
諸
法
実
相
は
文
意

に
お
い
て

一
法
と
読
む
べ
き
で

あ

る
な
ら
ば
、
絶
待
的
な
諸
法
実
相
で
あ
る
。
ま
ず
、
諸
法
実
相
が
最
も
頻
繁

に
用

い
ら
れ
る

『法
華
玄
義
』
に
お
い
て
検
討
し
た
い

と
思
う
。

　
ゆ
　

『法
華
玄
義
』

　　
　

①

文
云
:
今
佛
放
光
明
、
助
發
實
相
義
。
又
云
:
諸
法
實
相
義
、
已
爲
汝
等
説
。
又
云
:
無
量
衆
所
尊
爲

説
實
相
印
。

(五
回
)

注
:
直
接
的
に

一
法

に
関
わ
る
語
彙
が
見
当
た
ら
な

い
が
、
並
行
文

の
最
後
に
実
相
印
が
あ
り
、
そ
の
実
相

印
の
別
名
が

一
法
印

の

一
実
相
印
で
あ
る
の
で
、
絶
待
の
諸
法
実
相
で
あ
る
。

　れ
　

②

同
入

一
乘
諸
法
實
相
也
、
又
云
:
唯
佛
與
佛
乃
能
究
盡
諸
法
實
相
者
、
即
是
妙
覺
位
也
。

(十
三
回
)

注
:
仏
と
仏
の
み
究
尽
す
る
こ
と
の
で
き
る

一
乗
諸
法
実
相
で
あ
る
の
で
、
絶
待
の
諸
法
実
相
で
あ
る
。

　　
　

③

諸
法
實
相
三
人
共
得
、
比
前
爲
妙
、
同
見
但
空
方
後
則
麁
。

(三
回
)

注
:
麁
と
妙
と
の
間
に
議
論
さ
れ
る
の
で
、
相
待
の
諸
法
実
相
で
あ
る
。

　お
　

④

若
離
諸
法
實
相
皆
名
魔
事
。
普
賢
觀
云
:
大
乘
因
者
諸
法
實
相
、
大
乘
果
者
亦
諸
法
實
相
、
即
其
義
也
。

(二
回
)

注
:

一
法
印
と
意
識
さ
れ
る
諸
法
実
相
が
大
乗
因
そ
し
て
大
乗
果
で
も
あ
る
の
で
、
絶
待

で
あ
る
。

　　
　

⑤

得
諸
法
實
相
、
具

一
切
佛
法
、
故
名
阿
字
。

注

:
こ
の
文
の
全
文
に
は
、
初
阿
字
門
則
解

一
切
義
と
あ
る
の
で
、
絶
待
で
あ
る
。



　お
　

⑥

本
者
理
本
即
是
實
相
、

一
究
竟
道
。
迹
者
除
諸
法
實
相
。

注

:

一
究
竟
道
と
あ
る
の
で
、
絶
待
で
あ
る
。

　め
　

⑦

謂
諸
法
實
相
乘
主
、
謂
般
若
乘
助
、
謂

一
切
行
資
成
乘
至
。

注

:
乗
主
は

一
人
し
か
認
め
ら
れ
な

い
の
で
、
絶
待

で
あ
る
。

　　
　

⑧

大
乘
經
但
有

一
法
印
、
謂
諸
法
實
相
、
名
了
義
經
、
能
得
大
道
。

注
:

一
法
が
あ
る
の
で
、
絶
待
で
あ
る
。

　　
　

⑨

論
力
即
悟
、
歎
佛
法
中
獨

一
究
竟
道
。
又
如
長
爪
云
:

一
切
論
可
破
、

一
切
語
可
轉
、
觀
諸
法
實
相
、
于
久
不
得

一
法
入
心
。

注
:
こ
こ
の

一
法
が
絶
待
の

一
法
で
は
な
い
が
、
独

一
究
竟
道
が
あ
る
の
で
、
絶
待
で
あ
る
。

　　
　

⑩

諸
法
實
相
是

一
乘
妙
境
、
用
境
智
爲
宗
、
境
無
三
僞
故
稱
實
相
也
。

注
:

一
乗
妙
境
で
あ
る
の
で
、
絶
待
で
あ
る
。

以
上
の
文
例

で
分
か
る
よ
う
に
、
十
例
二
十
二
回
の
諸
法
実
相
の
用
例

に
は
、

一
例
三
回

(③
)
の
み
は
、
相

待
と
し
て
諸
法
の
実

相
と
読
む
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の

一
例

は
、
『中
論
』
か
ら

の
引
用
文
で
、
文
意
上
類
ず
る
も
の
が
二
回
あ
り
、

因
み
に

一
例
五
回
に

な
る
。
こ
の
五
回

一
例
は
果
た
し
て
智
顕
の
語
ろ
う
と
し
て
い
る
諸
法
実
相
な
の
か
ど
う
か
は
、
更
な
る
検
討
が
必
要
あ
る
。

　　
　

①

諸
法
實
相
三
人
共
得
。
比
前
爲
妙
、
同
見
但
空
、
方
後
則
麁
。
以
別
入
通
、
能
見
不
空
是
則
爲
妙
。

　　
　

②

中
論
云
:
諸
法
實
相
三
人
共
得
者
、
二
乘
之
人
雖
共
禀
無
言
説
道
。

③

如
是
實
相
即
空
假
中
。
即
空
故
破

一
切
凡
夫
愛
論
、
破

一
切
外
道
見
論
。
即
假
故
破
三
藏
四
門
小
實
、
破
三
人
共
見
小
實
。

ま
　

即
中
故
破
次
第
偏
實
、
無
復
諸
巓
倒
小
偏
等
。

④

唯
此
三
諦
即
是
眞
實
相
也
。
又
開
次
第
之
實
、
即
是
圓
實
證
道
是
同
故
。
又
開
三
人
共
得
實
、
深
求
即
到
底
故
。
又
開
三
藏

一
相
と
し
て
の
諸
法
実
相

六
三
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　お
　

之
實
、
決
了
聲
聞
法
。

⑤

正
即
實
相
傍
即
偏
眞
。
偏
眞
或
時
含
實
相
、
實
相
或
時
帶
偏
眞
、
而
通
稱
實
相
。
故
中
論
云
:
實
相
三
人
共
得
。
共
得
者
即

　ぬ
　

偏
眞
也
。

上
の
五

つ
の
文
例

で
分
か
る
よ
う
に
、

こ
の
場
合

の
諸
法
実
相
は
む
し
ろ
否
定
さ
れ
る
諸
法
実
相
で
あ

っ
て
、
智
顎

の
語
る
諸
法
実

相

で
は
な
い
。
特

に
文
例
⑤

に
は
、
偏
る
真
実
と
し
て
否
定
の
対
象
に
な

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
五

つ
の
例
文
を
智
顕
の
語
る
諸

法
実
相
か
ら
外
す
こ
と
が
で
き
る
。
次

に

『法
華
文
句
』
及
び

『摩
訶
止
観
』
の
文
例
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。

な
お
、
上
に
挙
げ
た

『
法
華
玄
義
』

の
文
例
と
重
な
る
も
の
を
す
べ
て
省
く
。

『法
華
文
句
』

①

無

一
異
差
別
者
、
譬
於
圓
觀
。
不
取
十
法
界
相
貌
、
無
善
惡
、
無
邪
正
、
小
大
等
、

一
切
皆
泯
。
但
縁
諸
法
實
相
法
性
佛
法
、

　あ
　

若
色
若
香
無
非
實
相
。

注
:
諸
法
実
相
と
仏
法
と
を
同
列

の
た
め
に
、
絶
待
で
あ
る
。

　お
　

②

從
諸
法
實
相
下
、
即
是
甚
深
境
界
不
可
思
議
故
不
可
説
。

注
:
不
可
説
で
あ
る
の
で
、
絶
待
で
あ
る
。

　が
　

③

如
來
自
行
權
實
最
爲
無
上
、
無
上
相
乃
至
無
上
果
報
、
横
廣
竪
深
而
無
有
上
、
故
標
章
云
諸
法
實
相
也
。

注
:
如
来
の
自
行
権
実
で
あ
る
の
で
絶
待
で
あ
る
。

　お
　

④

除
諸
法
實
相
、
餘
皆
名
魔
事
。

注

:

一
法
印
に
相
当
す
る
諸
法
実
相
で
あ
る
の
で
、
絶
待
で
あ
る
。

　　
　

⑤

依
天
台
智
者
、
明
諸
法
實
相
正
是
車
體
、

一
切
衆
寶
莊
校
皆
莊
嚴
具
耳
。



注
:
車
体
は
二
つ
あ
る
こ
と
は
あ
り
得
な

い
の
で
、
絶
待
で
あ
る
。

『摩
訶
止
観
』

　　
　

①

須
智
慧
眼
觀
知
諸
法
實
相
。

一
切
諸
法
中
皆
以
等
觀
入
。

注

:
等
観
で
あ
る
の
で
、
絶
待
で
あ
る
。

　ハ
　

②

釋
論
明
菩
薩
修
三
三
昧
、
縁
諸
法
實
相
是
也
。

注

:

『大
智
度
論
』
の

「摩
訶
衍
義
中
、
是
三
解
脱
門
、
縁
諸
法
實
相
。
」
か
ら
の
取
意
で
あ
る
の
で
、
絶
待

で
あ
る
。

　ゆ
　

③

大
論
云
:
聲
聞
縁
空
修
三
解
脱
、
菩
薩
縁
諸
法
實
相
修
三
解
脱
。

注

:

「摩
訶
衍
義
中
、
是
三
解
脱
門
、
縁
諸
法
實
相
。」
か
ら
の
取
意
で
あ
る
の
で
、
絶
待
で
あ
る
。

こ
の

『摩
訶
止
観
』
と

『法
華
文
句
』
に
見
ら
れ
る
諸
法
実
相
の
文
例

で
分
か
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
も
の
は

「諸
法
は
実
相

・
実

相
は
諸
法
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
智
顕
の
語
る
諸
法
実
相
の
読
み
方
は
中
論

の
引
用
文
に
例
外
が
あ
る
の
を
除
け
ば

　お
　

基
本
的
に

「諸
法
は
実
相

・
実
相
は
諸
法
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

三
、
即
空
即
仮
即
中
と
し
て

の

一
相

智
顕
の
語
る
諸
法
実
相
の
最
大
の
特
色

は
、
高
遠
な
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
存
在

の
極
所

に
あ
る
も
の
で
も
な
い
、
「
一
色

一
香

無
非
中
道
」

(物
)
.
「
一
切
世
間
治
生
産
業
、
皆
與
實
相
不
相
違
背
。
」
(事
)
と
あ
る
よ
う
わ
れ
わ
れ
の
己
の
心

に
継
起
す
る
今
に
も

見

て
い
る
こ
の
知
覚

の
対
象
で
あ
る
。
こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、

一
色

一
香
も
治
生
産
業
も
知
覚

の
対
象

で
あ
る
と
い
う
点

で

あ

る
。
ま
た
知
覚

の
対
象
で
あ
る
こ
と
に
尽
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
実
相
の
実
と
相
と
の
関
係

に
於

い
て
考
え
る
と

一
目

一
相
と
し
て
の
諸
法
実
相

六
五
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瞭
然

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
実
は
真
実
で
、
相
は
す
が
た
で
あ
り
、
そ
の
読
み
方
は
、
諸
法
実
相
の
読
み
方
に
従
え
ば
、
真
実
の
す
が
た

　ぬ
　

で
は
な
く
、
真
実

は
す
が
た

・
す
が
た
は
真
実
と
な
る
の
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
真
実
と
な
る
も
の
は
物
事

の
奥
深
く
に
あ
る
と

い
う
わ
け
で
は
な
く
、
見
た
と
お
り
の
す
が
た

・
か
た
ち
の
ま
ま
が
真
実

で
あ
る
。
そ
し
て
真
実
も
そ
の
ま
ま
す
が
た

・
か
た
ち
で
あ

る
。

一
色

一
香
で
い
う
と
、
目
の
前

に
あ
る
こ
の

一
つ
の
色
は
、
そ
の
ま
ま
真
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

一
つ
の
色
は
、

辱

あ
る
も
の
の

一
つ
色
と
い
う
前
提
は
認
め
ら
れ
な
い
。
も
し
そ
の

一
つ
の
色
は
、
あ
る
も
の
の

一
つ
の
色
と
認
め

る
な
ら
ば
、
あ
る
も

の
自
体

(実
体
)
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
う
な
れ
ば
、
仮
相
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
相
で
あ
る
真
実
は
即
空
即
仮
即
中
で
い
う
と
即
仮

の
仮
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
仮
の
外
に
は
即
空
即
中
も
同
時
に

　あ
　

要
求
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
真
実

に
は
相

(仮
)
の
側
面

・
空
の
側
面

・
中
の
側
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
う
な
れ
ば
、
仮
相

だ
け
で
は
真
実
の
す
べ
て
を
表
す
こ
と
が
で
き
な

い
し
、
仮
相
と
し
て
の

一
色
は
そ
の
ま
ま
真
実
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ

る
。

こ
れ
が
諸
法
実
相
の
読

み
方
に
反
す
る
も

の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
空

・
仮

・
中
は

一
相
の
三

つ
の
側
面

と
し
て
理
解
す
る
問

題
点
は
、
空

・
仮

・
中
を
同
質
の
言
葉

に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
が
空

・
仮

・
中
は
真
実
の
三
つ
の
側
面
で
あ
る
以
上
互

い
に
比

較

し
て
区
別
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
り
、
そ
し
て
比
較
や
区
別
が
で
き
る
の
は
、
同
じ
レ
ベ
ル
の
同
質
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
空

・
仮

・
中
を
同
質
の
言
葉
と
し
て
理
解
す
る
の
は
、
三
者
が
言
葉
で
あ
る
以
上
、
わ
れ
わ
れ
の
考

え
に
お
い
て
は
当
然

だ

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
す
べ
て
の
言
葉
に
は
意
味
が
あ
り
、
意
味
が
あ
る
と

い
う
こ
と
は
概
念
範

疇
が
あ
る
と
い
う
こ

と

で
あ
る
。
こ
れ
は
即
ち
相
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
空

・
仮

・
中
が

一
相
の
三

つ
の
側
面
で
あ
る
と
理
解
す
る

の
は
、
三
つ
の
意
味

範

疇
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
空
も
中
も
仮
の
中
に
理
解
さ
れ
る
空

で
あ
り
、
中

で
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
空
と
中
の
説

か
れ
る
意
味
が
失

つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
即
空
の
空

で
考
え
直
す
と
、
空
は
如
何
な
る
概
念
範
疇
で
も
な

い
、
認
識
の
対
象

に
も
な
り
得
な
い
、

そ
の
た
め
に
言
葉
で



は
な

い
。
言
葉
で
は
な
い
も
の
、
言
葉
に
よ

っ
て
表
せ
る
の
は
、
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
の
も
の
の
性
質
や
属
性
な
の
で
あ
る
。

つ

ま
り
、
言
葉
で
は
な
い
空
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
理
解
さ
れ
る
の
は
、
空
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
空
の
性
質
や
属
性
な
の
で
あ
る
。
ま

た
そ
の
性
質
や
属
性
も
理
解
の
対
象
に
は
な
り
得
な

い
の
で
、
実
際
理
解

さ
れ
る
で
は
な
く
、
了
解
さ
れ
直
観
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、

そ

の
ま
ま
受
け
止
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
空
の
別
名

で
あ
る
虚
空

に
お
い
て
考
え
る
と
、

　あ
　

華
嚴
云
:
遊
心
法
界
如
虚
空
、
則
知
諸
佛
之
境
界
。
法
界
即
中
也
、
虚
空
即
空
也
、
心
佛
即
假
也
。

「虚
空
即
空
」
と
あ
る
よ
う
に
、
三
諦
の

一
つ
で
あ
る
即
空
の
空
は
、

一
般
イ
ン
ド
仏
教
で
い
う
よ
う
な
自
性

の
否
定
し
た
無
我
を

表

す
も
の
で
は
な
く
、
虚
空

の
了
解
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
虚
空
と
は

　れ
　

①

若
聞
第

一
義
理
若
虚
空
、
虚
空
之
法
不
可
格
量
、
遍

一
切
處
、
是
名
義
涌
泉
。

注
:
格
量
と
は
範
躊
に
よ

っ
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
虚
空
は
不
可
格
量
な
ら
ば
、
虚
空
は
範
疇
に
よ

っ
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で

は
な

い
。

つ
ま
り
、
理
解

さ
れ
る
も
の
、
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
普
遍

(遍

一
切
處

)
で
あ
る
。
逆

に
考

え
る
と
、
こ
の
虚
空
は
わ
れ
わ
れ
が
智
顕
の
い
う
普
遍
と
は
何
か
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
普
遍

性
は
類
に
お
い
て
抽
出
さ
れ
る
共
通
性

(共
通
性
も

一
つ
の
概
念
範
疇

で
あ
る
)
で
は
な
い
。
虚
空
の
直
観

に
お
い
て
知
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
観
念
や
原
理
的

に
な
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

②

若
譬
喩
明
義

:
如
梁
柱
綱
紀

一
屋
、
非
梁
非
柱
即
屋
内
之
空
。
柱
梁
譬
以
因
果
、
非
梁
非
柱
譬
以
實
相
。
實
相
爲
體
非
梁
柱

也
、
屋
若
無
空
無
所
容
受
、
因
果
無
實
相
無
所
成
立
。
釋
論
云
:
若
以
無
此
空

一
切
無
所
作
。
又
譬
如
日
月
綱
天
、
公
臣
輔
主

　
が
　

日
月
可
二
、
太
虚
空
天
不
可
二
也
、
臣
將
可
多
主
不
可
多
也
。

注
:
屋
内
之
空
は
梁
柱
の
長
さ
や
構
造
な
ど
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
大
き
さ
の
あ
る
箱
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
理
解

さ
れ
捉
え
ら
れ
る

(大
き
さ
が
言
え
る
)
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
虚
空
に
は
大
き
さ
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
屋
内

の
空
は

一
相
と
し
て
の
諸
法
実
相

六
七



仏
教
学
会
紀
要

=

号

六
八

い
う
ま
で
も
な
い
が
譬
え
に
留
ま
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
智
顕
は
明
ら
か
に
仮

(梁
柱
)
で
あ
る
屋
内

の
空
を
虚

空

の
空
の
譬
え
と
し
て
用
い
る
の
は
、
や
は
り
こ
の
二
つ
の
空
は
無
関
係

で
は
な
い
。
「太
虚
空
天
不
可

二
」
で
は
虚
空
は
二

を
認
め
な
い
唯

一
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
二
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の

一
は

一
の
次
に
二
、

二
の
次
に
三
と

い
っ
た
自
然
数
の

一
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　れ
　

③

覺
了
不
改
故
名
虚
空
。

注
:
覚
了
不
改
と
は
、
悟

っ
て
も
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、
不
変

・
常
を
意
味
す
る
。

　ね
　

④

身
若
金
剛
不
可
動
轉
、
心
若
虚
空
無
有
分
別
。
無
量
義
處
三
昧
法
。
持
於
身
心
故
不
動
也
。

注
:
虚
空
は
唯

一
で
あ
る
の
で
分
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
不
動

で
あ
る
。
唯

一
の

一
は
視
点

一
つ
で
あ
る
の

一
つ
で
あ
る
。

視
点

一
つ
と
も

の

一
つ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
唯

一
で
あ
る
の
で
確
認
を
要
し
な
い
。
後
者

は
、
無
量
の
中
の

一

つ
で
あ
る
の
で
、
二
つ
・
三

つ
で
は
な
い
確
認
を
要
す
る
。

　
れ
　

⑤

如
虚
空
者
、
但
有
名
字
字
不
可
得
。

注

:
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
名
あ
る
の
み
。

　ロ
　

⑥

虚
空
湛
然
無
早
無
晩
。

注
:
無
早
無
晩
は
長
さ
の
あ
る
時
間

の
観
念
に
対
す
る
否
定

で
あ
る
。

　お
　

⑦

心
常
者

:
心
性
常
定
猶
如
虚
空
、
誰
能
破
者
。

注
:
心
の
常
は
虚
空
に
よ

っ
て
理
解
さ
れ
る
。

即
空
の
空
は
自
性
を
否
定
す
る
空

で
は
な
く
、
対
象
や
範
疇
に
よ
っ
て
捉
え
、
理
解
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
直
観
さ
れ
了
解
さ

れ
る
虚
空
で
あ
る
。
そ
の
虚
空
に
お
い
て
空
は
普
遍
的

・
唯

一
・
常

(不
変

・
不
動
)
と

い
っ
た
属
性
が
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
虚



空
が
名

の
み
あ
る
の
で
、
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ
る
の
は
そ
の
空
自
体
で
は
な
く
、
そ
の
諸
々
の
性
質
あ
る
い
は
属
性

の
み
で
あ
る
。
そ

　ロ
　

し

て
虚
空
は
了
解
さ
れ
る
故
に
真
偽
な
ど
の
判
断
は
無
意
味
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
空
相
と
い
う
言
葉

が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
空
の
了
解

さ
れ
る
性
質
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
空
そ
の
も
の
に
対
す
る
理
解

で
は
な
い
。
そ
れ
に

し

て
も
、
空
或
い
は
虚
空
に
お
い
て
了
解
さ
れ
る
諸
々
の
属
性
は
、
属
性
で
あ
る
故
に
相
で
は
あ
る
が
、
比
較
や
否
定

の
対
象
に
は
な

　
あ
　

り
得
な

い
。

こ
の
ま
ま
受
け
止
め
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
虚
空
で
了
解
さ
れ
る
諸

々
の
空

の
性
質
は
、
具
体
的
な

一
相
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る

の
か
。
そ
れ
は
、
即

ま
　

　む

仮

の
仮
に
お
い
て
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
「点
空
相
性
名
字
施
設
遞
迄
不
同
、
即
假
義
也
。」
と
あ

る
よ
う
に
仮
と
は
空

の
性
質
に
対
す
る
了
解
を
前
提
に
し
た
施
権
の
仮
で
あ
る
。
本
論
で
は
着
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
施
権
の
仮

の
施
権
で
は
な
く
、
仮
で

あ
る
諸
法
の
捉
え
方
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
一
色

一
香
無
非
中
道
」

の
感
覚

の
対
象
と
し
て

一
色

一
香

の
仮
で
あ

る
。

一
色

一
香
は
、

　お
　

コ

色

一
香

一
切
法
L
と
い
う
言

い
方
が
あ
る
よ
う
に

一
切
法
の

一
々
で
あ
る
。

一
々
で
あ
る
こ
と
は
個
で
あ
る
。
こ
の
仮
と
し
て
の

個

は
、

一
色

一
香
の
よ
う
に
知
覚
の
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
本
質
の
な
い
す
が
た

・
か
た
ち

(相
)
な
の
で
あ
る
。
こ
の

一
色

一

香

は
本
質
の
な
い
対
象
と
し
て
の
相
で
あ
る
の
は
、
虚
空
に
お
い
て
了
解
さ
れ
る
空

の
名
の
み
あ
る
と
い
う
事
実

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
智
顕
が

一
切
法
或

い
は
諸
法
と
い
う
言
葉
を
用

い
る
の
は
、
そ
の
法
の
全
体
で
は
な
く
、
個
と
し
て
の

一
々
の
法

の
無
限
の
広

が
り
で
あ
る
。

で
は
何
故
に
智
顎
は
こ
の
個
に
拘
泥
し
た
の
か
。
そ
れ
は
智
顕
の
い
う
現
に
己
の
心
に
継
起
す
る

こ
の

一
念

一
念

に
現

れ
る
の
は
個
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
個
を
よ
り
鮮
明
に
打
ち
出
し
た
の
は
、

一
相
で
あ
る
。

釈
論
云
:
何
等
是
実
相
?
謂
菩
薩
入
於

一
相
、
知
無
量
相
。
知
無
量
相
、
又
入

一
相
。
二
乗
但
入

一
相
、
不
能
知
無
量
相
。
別
教

雖
入

一
相
、
又
入
無
量
相
、
不
能
更
入

一
相
。
利
根
菩
薩
、
即
空
故
入

一
相
、
即
仮
故
知
無
量
相
、
即
中
故

更
入

一
相
。
如
此
菩

　お
　

薩
、
深
求
智
度
大
海
、

一
心
即
三
、
是
真
実
相
體
也
。
L

一
相
と
し
て
の
諸
法
実
相

六
九
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即
仮
の

一
相
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
な

い
が
、
対
象
と
し
て
の
た
だ
今
見
て
い
る
こ
の

一
色

一
香
の

一
相
で
あ
る
。
即
空

に
よ
る

一
相

(即
空
故
入

一
相
)
は
、
虚
空

に
お
い
て
了
解
さ
れ
る
唯

一
の

一
で
あ
る
。
唯

一
で
あ
る
故

に
確
認
を
要
し
な
い
。
即
仮

に
お
い

て
知
ら
れ
る
無
量
相
の
中
の

一
相
で
あ
る
の
で
、
そ
の

一
は
対
象
と
し
て

一
で
あ
る
。
こ
れ
を
自
然
数
で
考
え
る
と
、
も
し
自
然
数
の

一
が
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
無
量

の
自
然
数
も
同
時
に
理
解

さ
れ
る
。
逆
に
無
量

の
自
然
数
が
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
中
の

一
つ

の
相
も
当
然
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
相
は
二
つ
・
三
つ

・
四
つ
で
は
な
く
、

一
つ
で
あ
る
確
認
を
要
す
る
。

つ
ま
り
、

一
相
を
理
解
し
て
い
る
な
ら
ば
必
ず
無
量
の
相
が
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
無
量
の
相
を
理
解
し
て
い
る
な
ら
ば
、
必
ず

一
相
が
理
解
さ
れ

る

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
即
仮
の

一
相
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
即
仮

の
無
量
相

の
中
の
確
認

の
要
す
る

一
相
は
、
同
時

に
即
空
に
よ

っ

て
了
解
さ
れ
る
、
確
認
の
要
し
な
い
虚
空
の
属
性
で
あ
る
唯

一
の

一
相
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の

一
相
の
統

一
を
は
か
る
の
は

(即
中
)

な

の
で
あ
る
。

一
色

一
香
と
し
て
絶
え
ず
継
起
す
る

一
相
は
、
こ
の
二
つ
の

一
相
の
統

一

(即
中
)
に
お
い
て
あ

る
の
で
あ
る
。
こ
の

　　
　

統

一
は
二
つ
の
概
念

の
統
合
で
は
な
く
、
始
め
か
ら
矛
盾
し
な
い
本
有
に
お
い
て
の
統

一
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
特

に
強
調
し
て
置
き

た

い
の
は
、
虚
空

に
よ
る
普
遍

の
了
解
で
あ
る
。
智
顕

に
と
っ
て
普
遍
と
は
無
量
相
の
共
通
性
に
お
い
て
の
普
遍
性

で
は
な
い
し
、
唯

一
で
あ
る
故
に
普
遍
な
の
で
あ
る
。

四
、
結
び

諸
法
実
相
を
諸
法
の
実
相
と
読
む
か
、
諸
法
が
実
相

・
実
相
が
諸
法
と
読
む
か
に
は
実
質
的
な
言
語
上
の
文
法
転
換
が
あ
る
。

つ
ま

り
、
諸
法
と
実
相
と
の
関
係
は
連
体
修
飾
語
と
中
心
語
と
の
関
係
か
ら
全
く
対
等
で
互
い
に
置
き
換
え
ら
れ
る
主
語

・
述
語

の
関
係
に

文
法
を
転
換
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
法

に
従

っ
た
、
実
相
の
読
み
方
は
実
は
相

・
相
は
実
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
智
顕
に
と

っ
て
真



実

と
は
相

で
あ
る
と
同
時
に
相
と
は
真
実
で
あ
る
。
こ
の
相
と
は
、
こ
こ
に
お
い
て
今
に
も
見

て
い
る
こ
の
対
象
と
し
て
の

一
色

一
香

で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
物
事
自
体
の
認
め
な

い
仮
相
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
法
の
転
換

に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る

一

法
と
同
様

に
、
そ
の
相
は

一
相
と
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
相
に
は
即
空
と
即
仮
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
意
味
が
あ
る
。
即

空

の

一
相
は
虚
空
に
対
す
る
了
解

に
よ
る
唯

一
で
確
認

の
要
し
な
い

一
相
で
あ
り
、
即
仮
の

一
相
は
、
自
然
数
と
し
て
無
量
数
の

一
つ

で
、
他
の
相

か
ら
区
別
さ
れ
る
確
認
の
要
す
る

一
相
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
異
な
る

一
相
は
即
中
に
お
い
て
統

一
さ
れ
、
現
実

に
あ
る

一
色

一
香
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

一
相

に
つ
い
て
は
、
智
顕
の
時
間
の
観
念
を
示
す

一
念
心
に
お
い
て
、
或

い
は
円

融
三
諦

・
十
如
是
に
お
い
て
更
な
る
考
察
の
必
要
は
あ
る
。

こ
れ
が
今
後
の
研
究
課
題
に
し
た
い
と
思
う
。

註(1
)

「但
衆
生
法
太
廣
佛
法
太
高
、
於
初
學
爲
難
。
然
心
佛
及
衆
生
是
三
無
差
別
者
、
但
自
觀
己
心
則
爲
易
。」
『法
華
玄
義
』
大
正
大
蔵
経
、

第
三
三
巻
六
九
六
頁
上
段
。

(2
)

主
体
的
と
い
う
言
葉
は
、
元
々
西
洋
哲
学
の
用
語
N
'
sub
jectiv
e
6̀
訳
語
で
あ
る
。
そ
の
西
洋
哲
学
に
用
い
る
ω⊆豆
oo鉱
く
o
に
は
主

観
的
と
い
う
意
味
も
あ
り
、
本
来
実
体
的

(su
b
stan
tia
l,
su
b
stan
tiv
e.
sub
sta
n
tie
ll

℃

℃

)
と
は
同
根
で
、
主
観
的
と
も
訳
さ
れ
、
客
体

と
客
観
と
共
に
議
論
し
な
が
ら
そ
の
語
義
を
確
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
よ
り
大
切
な
の
は
、
主
体
は
主
観
と
区
別
さ
れ
、
定
義

さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
務
台
理
作

「主
体
的
存
在
の
問
題
」
『哲
学
概
論
』
岩
波
書
店
、

一
九
五
頁
、

一
九
六
九
年
、
第
十

二
刷
。

(3
)

上
田
義
文
の

「無
と
主
体
」
『大
乗
仏
教
の
思
想
』
第
三
文
明
社
、

一
九
八
二
年
。
長
尾
雅
人
の

「仏
教
的
主
体
性
に
つ
い
て
」
『中
観

と
唯
識
』
岩
波
書
店
、

一
九
七
八
年
。
石
津
照
璽
の

『天
台
実
相
論
の
研
究
』
弘
文
堂
書
房
、

一
九
六
七
年
。

一
相
と
し
て
の
諸
法
実
相

七

一
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(4
)

石
津
照
璽
の

『天
台
実
相
論
の
研
究
』

一
九
六
七
年
。
実
践
的
意
味
に
お
い
て
、
氏
は
自
身
の
宗
教
の
究
極
的
な
根
拠
と
そ
こ
に
お
い

て
見
ら
れ
る
宗
教
の
本
質
的
事
実
を
智
顕
の
実
相
論
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
研
究
態
度
は

「正
直
に
天
台
の
い
ふ
こ
と
を
聞
き
、」

と
あ
る
の
で
、
そ
の
実
存
の
語
義
自
身
も
天
台
の
い
う
こ
と
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
従

っ
て
、
単
純
に

氏
の
実
相
論
を
実
存
主
義
だ
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(5
)

石
津
照
璽

『天
台
実
相
論
の
研
究
』
二
七
頁
、

一
九
六
七
年
。

(6
)

安
藤
俊
雄

『天
台
性
具
思
想
論
』
五
六
頁
、
法
蔵
館
、

一
九
七
三
年
。

(7
)

平
川
彰

「実
相
と
法
界
」
『天
台
思
想
と
東
ア
ジ
ア
文
化
の
研
究
』

一
九
九

一
年
。

(8
)

石
津
照
璽

『天
台
実
相
論
の
研
究
』
三
頁
、
弘
文
堂
圭
旦
房
、

一
九
六
七
年
。

(9
)

『天
台
実
相
論
の
研
究
』
に
お
い
て
世
界
と
領
域
と
は
ほ
と
ん
ど
区
別
な
し
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
本
論
で
は
す
べ
て
領
域
に
統

一

す
る
。

(10
)

石
津
照
璽

『天
台
実
相
論
の
研
究
』
三
頁
、

一
九
六
七
年
。

(11
)

諸
法
実
相
の
読
み
方
の
問
題
が
生
じ
て
く
る
の
は
、
近
代
的
な
文
を
語
彙
成
分
に
分
割
し
、
そ
の
語
彙
と
語
彙
と
の
間
の
関
係
に
お
い

て
文
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
元
来
、
漢
文
に
は
句
点
で
す
ら
な
い
の
で
、
意
味
の
最
小
単
位
は
、
語
彙
で
は
な
く
、
音

韻
の
リ
ズ
ム
に
よ
る

一
つ
一
つ
の
文
な
の
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
諸
法
実
相
は
諸
法
と
実
相
と
を
分
け
考
え
る
と
い
う
よ
り
も
、
諸
法

実
相
自
身
を

一
つ
の
意
味
あ
る
文
と
し
て
捉
え
る
方
は
よ
り
自
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
古
典
漢
文
に
お
い
て
は
、
諸
法
実
相
が

一
つ
分
割

不
可
の
意
味
の
あ
る
文
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
諸
法
実
相
の
読
み
方
の
問
題
が
生
じ
て
こ
な
い

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
諸
法
実
相
の
読
み
方
の
問
題
に
は
、
直
接
的
に
わ
れ
わ
れ
の
見
る
文
の
文
法
に
関
わ
る
問
題
で

あ
る
の
で
、
諸
法
実
相
が

一
つ
の
意
味
の
あ
る
文
と
し
て
や
は
り
諸
法
と
実
相
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。



(12
)

石
津

照
璽

『
天
台
実

相
論

の
研
究

』

一
六
九

頁

、
弘

文
堂

書

房
、

一
九

六
七
年

。

『
法
華

玄

義
』

大

正
大

蔵
経

、
第

三
三
巻

七

八

三
頁

中

段
。

(
13
)

「
一
色

一
香
無

非
中

道
」

と

い
う
文

お
よ
び

こ
れ

に
類
ず

る
文

は
、

『法

華
玄

義
』

に
五
回
、

『法

華
文
句

』

に

二
回
、

『
摩
訶

止
観

』

に

八
回

見
ら

れ

る
。

「
一
切
世

間
治

生

産
業

。

皆
與

實

相

不
相

違
背

。
」

は

『
法
華

玄
義

』

に
七
回

、

『法

華

文
句

』

に
三

回

(資

生

産
業

一

回
)
、

『摩

訶
止

観
』

に
二
回
見

ら

れ
る
。

(
14
)

多

田
孝

正

「
天
台

仏
教

の
基

礎
的

理
解

」

『
天
台

教
学

の
研

究
』

「
多

田
厚

正
先
生

頌
寿

記
念

」

七

一
頁

、
多

田

厚
正
先

生

頌
寿
記

念
刊

行
会

編
、

一
九

九
〇

年
。

新

田
雅
章

『
天
台
実

相
論

の
研

究

』
五

四

四
頁

、

平
楽
書

店

、

一
九

八

一
年
。

池

田
魯
参

『詳

解
摩

訶
止

観
』

定
本

訓
読

、

三

二

一
頁
、

大
蔵

出

版
、

一
九
九

八
年

。
菅

野

博
史

訳

注

『
法

華
玄

義
』

(上

)

二
〇

〇
頁

、

レ
グ

ル
ス
文
庫

、
第

三

文

明

社
、

一
九

九

五
年
。

(
15
)

平

川
彰

「実

相

と
法
界

」

『
天
台

思
想

と
東

ア
ジ

ア
文

化

の
研
究

』

三
喜
房

仏
書

林
、

一
九
九

一
年
。

(
16
)

『
法
華

玄
義

』
大

正
大

蔵
経

、
第

三

三
巻

六

八
七
頁

上
段
。

(
17
)

鳩

摩
羅

什

『
大
智

度
論

』

大
正

大
蔵

経
、

第

二
五
巻

六

一
頁
中

段
。

(
18
)

相
待

・
絶

待

に
関
す

る
考

察

は
拙
稿

を
参

照

し

て
下

さ

い
。

「
天
台
智

顕

に
お
け

る

「
相

待
」

と

「
相
対

」

の
区
別

L

『印

度
学

仏
教

学

研

究
』
第

五

十

一
巻
第

二
号

、

二
〇
〇

三
年

。

「
二

つ
の
手

法
-

相
待

妙
そ

し

て
絶
待

妙
l

」

『佛

教
大

学
大

学
院

研
究

紀
要

』
第

三
十

一

号

、

二
〇
〇

三
年

。

(
19
)

文
例

の
最

後

の
括
弧

内

の
回
数

は
、

そ

の
文
例

及
び

類
ず

る

も

の
を
合

わ
せ

た
回

数

で
あ

る
。

(
20
)

『法

華
玄
義

』

大
正

大
蔵

経
、

第

三
三
巻

六

八
四
頁

上
段

。

・

(21
)

『法

華
玄
義

』

大
正

大
蔵

経
、

第

三
三
巻

七

三
五
頁

中
段

。

一
相

と

し

て
の
諸
法

実
相

七

三



仏

教

学
会

紀
要

一

一
号

七

四

(22
)

『
法
華

玄
義

』

大
正

大
蔵
経

、
第

三

三
巻

七
〇

三
頁

下
段

。

(
23
)

『
法
華

玄
義

』

大
正

大
蔵
経

、
第

三

三
巻

七

三
三
頁

上
段

。

(
24
)

『
法
華

玄
義

』
大

正

大
蔵
経

、
第

三

三
巻

七

三
五
頁

上
段

。

(
25
)

『
法
華

玄
義

』
大

正

大
蔵
経

、
第

三

三
巻

七
六

四
頁

中
段

。

(
26
)

『
法
華

玄
義

』
大

正

大
蔵
経

、
第

三

三
巻

七
七

九
頁

中
段

。

(
27
)

『
法
華

玄
義

』
大

正

大
蔵
経

、
第

三

三
巻

七
七

九
頁

下
段

。

(
28
)

『
法
華

玄
義

』
大

正

大
蔵
経

、
第

三

三
巻

七

八
〇
頁

下
段

。

(
29
)

『
法
華

玄
義

』
大

正
大

蔵
経

、
第

三

三
巻

七
九

四
頁

下
段

。

(
30
)

『
法
華

玄
義

』
大

正
大

蔵
経

、
第

三

三
巻

七
〇

三
頁

下
段

。

(
31
)

『
法
華

玄
義

』
大

正
大

蔵
経

、
第

三

三
巻

七

八

一
頁

上
段

。

(
32
)

『
法
華

玄
義

』
大

正
大

蔵
経

、
第

三

三
巻

七

八

一
頁
中

段

。

(
33
)

『
法
華

玄
義

』
大

正
大

蔵
経

、
第

三

三
巻

七

八

一
頁

下
段

。

(
34
)

『
法
華

玄
義

』
大

正
大

蔵
経

、
第

三

三
巻

七
九

三
頁

上
段

。

(
35
)

『
法
華

文
句

』
大

正
大

蔵
経

、
第

三

四
巻

九
頁
中

段

。

(
36
)

『
法
華

文
句

』
大

正
大

蔵
経

、
第

三

四
巻

四

二
頁

上
段

。

(
37
)

『
法
華

文
句

』
大

正
大

蔵
経

、
第

三

四
巻

四
三
頁

中
段

。

(
38
)

『
法
華

文
句

』

大
正

大
蔵
経

、
第

三

四
巻

四
九
頁

下

段
。

(
39
)

『
法
華

文
句

』

大
正

大
蔵
経

、
第

三
四
巻

七

一
頁
中

段
。



(40
)

『摩
訶
止
觀
』
大
正
大
蔵
経
、
第
四
六
巻
五
七
頁
下
段
。

(41
)

『摩
訶
止
觀
』
大
正
大
蔵
経
、
第
四
六
巻
五
九
頁
中
段
。

(42
)

『摩
訶
止
觀
』
大
正
大
蔵
経
、
第
四
六
巻
九
〇
頁
中
段
。
『大
智
度
論
』
大
正
大
蔵
経
、
第
二
五
巻
二
〇
七
頁
下
段
の

「摩
訶
衍
義
中
、

是
三
解
脱
門
、
縁
諸
法
實
相
。」
か
ら
の
取
意
で
あ
る
。

(43
)

諸
法
実
相
の
読
み
方
は
、
諸
法
は
実
相

・
実
相
は
諸
法
の
外
に
は
、
諸
法
即
実
相

・
実
相
即
諸
法
と
い
う
読
み
方
も
可
能
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
意
味
の
趣
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
諸
法
と
実
相
と
は
全
く
対
等
で
二
語
反
復

で
あ
る
こ
と
を
強
調
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
の
特
色
は
あ
く
ま
で
主
語
と
述
語
の
関
係
に
お
い
て
諸
法
実
相
を
読
む
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
読
み
違
い
は

智
顕
の
即
を
考
察
す
る
際
に
論
じ
た
い
と
思
う
。

(44
)

安
藤
俊
雄
氏
は
最
初
に
こ
の
実
と
相
の
問
題
を
注
目
し
た
。
「実
相
は
単
理
や
単
事
で
は
な
く
、
理
事
不
二
の
事
実
自
体
で
あ

っ
て
、

相
即
実

・
実
即
相
の
極
所
で
あ
る
」。
し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
氏
は
相
即
実

・
実
即
相
を
存
在
の
極
所
と
し
た
の
で
あ
る
。
『天
台
性
具

思
想
論
』
五
八
頁
、
法
蔵
館
、

一
九
七
三
年
。

(45
)

福
田
堯
穎

『天
台
学
概
説
』
二

一
〇
頁

文

一
出
版
株
式
会
社

一
九
七
二
年
。

(46
)

『法
華
玄
義
』
大
正
大
蔵
経
、
第
三
三
巻
六
九
六
頁
上
段
。

(47
)

『法
華
玄
義
』
大
正
大
蔵
経
、
第
三
三
巻
七
七
五
頁
下
段
。

(48
)

『法
華
玄
義
』
大
正
大
蔵
経
、
第
三
三
巻
七
八
〇
頁
上
段
。

(49
)

『法
華
玄
義
』
大
正
大
蔵
経
、
第
三
三
巻
七
八
三
頁
中
段
。

(50
)

『法
華
文
句
』
大
正
大
蔵
経
、
第
三
四
巻
二
八
頁
中
段
。

(51
)

『法
華
文
句
』
大
正
大
蔵
経
、
第
三
四
巻

一
二
〇
頁
下
段
。

一
相
と
し
て
の
諸
法
実
相

七
五



仏

教

学
会
紀

要

=

号

七
六

(
52
)

『
法
華

文
句

』
大

正
大

蔵
経

、
第

三

四
巻

一
二
四
頁

下
段

。

(
53
)

『
法
華

玄
義

』
大

正
大

蔵
経

、
第

三

三
巻

七
七

八
頁

下
段

。

(
54
)

こ

こ

の
い
う
判

断

は
分
析

や
推

理

な
ど

の
意
味

で
は
な

く
、
相

は
あ

る
こ
と

が
判
断

で
あ

る
。

と

い
う

の
は
、
物

事
が

あ

る
の
は
、

必

ず

一
つ
の
状

態

と
し

て
あ

る
。

石

一
個

に
し

て
も
、

硬

い
や
冷

た

い
な
ど

の
状

態

に
お

い
て
あ

る
。

(
55
)

安
藤

俊
雄

氏

は
、

三
諦
を

敵
対

相

即

の
妙

徳

と
し

て
あ

る
が

、
全

く

の
誤
り

で
あ

る
。

空

は
言
葉

で

は
な

い
の

で
仮

と
は
対

立
す

る

こ

と
は
あ

り
得

な

い

の
で
あ

る
。
安

藤
俊

雄

「
三
諦

円
融

」

『
天
台

性

具
思

想

論
』

五

六
頁

、
法

蔵
館

、

一
九

七

三
年

。

こ

の
安

藤

俊
雄

氏

の

こ

の
敵

対

相

即

に

つ

い
て
は
、

台
湾

の
陳

善
英

氏

は
、

直
接

的

に
反
対

論

を
示

し

て

い
る
。
陳

善
英

「對

安

藤
俊

雄

觀

点

之

檢
視

」

『
天
台

縁
起

中
道

実
相

論
』

四

九

二
頁

、
東

初
出

版

社
、

一
九

九
五

年
。

(56
)

仮

に
関

す
る
最

新

の
研
究

は

、
柏
倉

明
裕

氏

の

「
智

顕

の
仮

の
概

念

」

『印

度

学
仏

教

学
研

究

』
第

九

三
号

、

一
九

九

八
年
。

氏

は
仮

を
施
権

の
仮

に
徹

し

て
、
教

学
実

践

と
し

て
動

的

に
捉

え

た

の
で
あ

る
。

(57
)

『法

華
玄
義

』

大
正

大
蔵

経
、

第

三
三
巻

六

九
三
頁

中
段

。

(58
)

『摩

訶
止

觀
』

大
正

大
蔵

経
、

第

四
六
巻

一
〇
頁
中

段
。

(
59
)

『法

華
玄
義

』

大
正

大
蔵

経
、

第

三
三
巻

七

八

一
頁

上
段

。

(60
)

『法

華
玄

義
』

大
正

大
蔵

経
、

第

三
三
巻

六

八

二
頁

上

段
。


