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仏
性
論
雑
考

古
賀
　
英
彦

一
、三
因
仏
性

　

草
木
国
土
悉
皆
成
仏
と
い
う
の
が
中
国
的
仏
性
論
の
行
き
つ
く
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
さ
す
が
に
草
木
国
土
は

自
分
で
成
仏
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、「
一
仏
成
道
す
れ
ば
、
法
界
は
此
の
仏
の
依
正
に
非
ざ
る
は
無
し
」

と
『
金
剛
錍
』（
大46-784c

）
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
依
報
と
し
て
お
相
伴
に
あ
ず
か
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
仏
成
道
の
次

第
を
説
明
す
る
の
が
三
因
仏
性
の
教
説
で
あ
る
。『
観
音
玄
義
』
上
に
「
仏
（
＝
行
者
）
は
初
発
心
よ
り
人
法
の
空
を
観
じ
、

三
仏
性
を
修
し
、
六
即
位
を
歴
て
六
即
人
法
（
果
仏
）
を
成
ず
」（
大34-879a

）
と
い
う
。
三
因
仏
性
と
い
う
の
は
、

正
因
仏
性

了
因
仏
性

縁
因
仏
性

の
三
種
仏
性
を
指
す
。
こ
れ
は
『
法
華
文
句
』
十
上
（
大34-140c

）
に
、
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仏
性
に
は
五
有
り
。
正
因
仏
性
は
通
じ
て
本
と
当
と
に
亘
り
、
縁
了
仏
性
は
種
子
本
有
に
し
て
適
今
に
非
ざ
る
な
り
。

果
性
と
果
果
性
と
は
定
め
て
当
に
之
を
得
べ
く
、
決
し
て
虚
し
か
ら
ざ
る
な
り
。

と
い
う
中
の
、
前
の
三
仏
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。『
法
華
文
句
記
』
十
中
に
は
次
の
よ
う
に
注
釈
す
る
（
大34-348a

）。

正
因
は
通
じ
て
亘
る
と
は
、
性
徳
は
迷
悟
因
果
に
通
ず
る
が
故
な
り
。

　
「
性
徳
」
と
は
、
仏
性
の
も
つ
天
然
の
活
力
の
こ
と
で
あ
り
―
―
た
だ
し
こ
の
仏
性
は
す
で
に
中
国
的
変
客
を
蒙
り
、
中

国
思
想
に
お
け
る
宇
宙
生
々
の
原
理
で
あ
る
一
気
の
概
念
と
同
化
し
て
、
万
法
生
起
の
根
本
と
な
っ
て
い
る
⑴
―
―
、
修

徳
（
修
得
と
も
書
く
）
つ
ま
り
行
者
の
人
為
が
加
わ
っ
て
得
ら
れ
る
能
力
と
対
照
し
て
こ
う
呼
ば
れ
る
。
正
因
仏
性
は
凡
夫

（
迷
・
因
）
に
も
諸
仏
（
悟
・
果
）
に
も
へ
だ
て
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
性
徳
は
「
諸
法
生
起
の
本
」
と
さ
れ
る
⑵
。

縁
了
に
種
子
は
本
有
な
り
と
云
う
は
、
還
た
性
徳
に
約
し
て
以
て
二
因
を
明
ら
む
る
な
り
。
新
熏
も
て
修
得
を
成
ず
る

こ
と
に
対
す
る
を
以
て
の
故
に
。

　

縁
因
仏
性
と
了
因
仏
性
と
に
つ
い
て
種
子
は
本
有
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
性
徳
に
も
と
づ
い
て
二
因
の
特
質
を
明

ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
有
で
は
な
い
新
熏
の
種
子
に
よ
っ
て
修
徳
を
成
就
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ

る
。
種
子
は
「
能
生
の
義
」
と
さ
れ
る
⑶
。

此
の
三
を
因
と
為
し
、
因
を
転
じ
て
果
と
成
す
。
果
中
の
菩
提
及お

よ
び以
涅
槃
を
ば
名
づ
け
て
果
性
と
果
果
性
と
為
す
な

り
。

　

こ
の
三
仏
性
は
因
と
な
り
、
転
じ
て
果
を
成
就
す
る
。
果
中
の
菩
提
を
果
仏
性
と
名
づ
け
、
涅
槃
を
果
果
仏
性
と
名
づ
け
る
。

若
し
性
に
対
し
て
修
を
弁
ず
れ
ば
、
秖
だ
是
れ
修
得
な
る
の
み
。
縁
了
は
果
に
至
り
て
名
づ
け
て
菩
提
と
涅
槃
と
為
す
。

　

実
際
に
は
修
性
不
二
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
性
徳
に
対
比
さ
せ
て
修
徳
を
い
え
ば
、
果
性
と
果
果
性
と
は
ひ
と
え
に
修
得
で

あ
る
。
了
因
仏
性
は
果
に
転
じ
て
菩
提
と
い
い
、
縁
因
仏
性
は
涅
槃
と
い
う
。
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こ
れ
を
因
果
の
関
係
に
し
た
が
っ
て
整
理
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
（
般
若
と
解
脱
と
に
つ
い
て
は
次
に
引
く
『
観
音
玄

義
』
の
文
参
照
）。

（
因
）　
　
　（
果
）

正
因
仏
性
→
正
因
仏
性

了
因
仏
性
→
果
仏
性
―
―
菩
提
・
般
若

縁
因
仏
性
→
果
果
仏
性
―
―
涅
槃
・
解
脱

　

図
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
正
因
仏
性
に
は
因
果
関
係
の
実
体
が
な
い
。『
法
華
文
句
』
に
「
正
因
仏
性
は
通
じ
て
本
（
因
）

と
当
（
果
）
と
に
亘
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
因
が
果
に
転
化
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
「
非
因
非
果
」
と

呼
ぶ
。『
観
音
玄
義
』
上
に
次
の
よ
う
に
い
う
（
大34-880c

）、

　

大
経
に
非
因
非
果
を
ば
仏
性
と
名
づ
く
と
云
う
者
は
、
即
ち
是
れ
正
因
仏
性
な
り
。

　

又
た
是
因
非
果
を
ば
名
づ
け
て
仏
性
と
為
す
と
云
う
者
は
、
此
れ
性
徳
の
縁
了
に
拠
り
て
、
皆
な
名
づ
け
て
因
と
為

す
な
り
。

　

又
た
是
果
非
因
を
ば
仏
性
と
名
づ
く
と
云
う
者
は
、
此
れ
修
徳
の
縁
了
の
皆
な
満
つ
る
に
拠
る
。
了
は
転
じ
て
般
若

と
名
づ
け
、
縁
は
転
じ
て
解
脱
と
名
づ
く
。（
了
は
）
亦
た
菩
提
な
る
果
と
名
づ
け
、（
縁
は
）
亦
た
大
涅
槃
な
る
果
果

と
名
づ
く
。
皆
な
称
し
て
果
と
為
す
な
り
。

　
「
大
経
」
と
は
『
涅
槃
経
』
の
こ
と
で
、
巻
二
七
師
子
吼
菩
薩
品
に
次
の
よ
う
に
い
う
（
大12-524a

）、

善
男
子
、
是
因
非
果
と
は
仏
性
の
如
し
。
是
果
非
因
と
は
大
涅
槃
の
如
し
。
是
因
是
果
と
は
十
二
因
縁
所
生
の
法
の
如
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し
。
非
因
非
果
を
ば
名
づ
け
て
仏
性
と
為
す
。
因
果
に
非
ざ
る
が
故
に
常
恒
無
変
な
り
。

　
『
涅
槃
経
』
は
因
果
の
四
句
分
別
を
示
し
た
だ
け
で
、
了
因
→
菩
提
、
縁
因
→
涅
槃
と
い
う
因
果
の
関
係
づ
け
は
や
っ
て

い
な
い
。
こ
れ
は
『
涅
槃
経
』
に
も
と
づ
い
て
、
天
台
が
独
自
に
発
展
さ
せ
た
考
え
で
あ
る
。
た
だ
非
因
非
果
の
理
法
は
そ

の
ま
ま
に
受
け
つ
い
で
い
る
。

　
「
因
で
も
な
け
れ
ば
果
で
も
な
い
も
の
を
正
因
仏
性
と
呼
ぶ
。
因
果
の
支
配
を
超
越
し
て
い
る
か
ら
常
に
変
化
し
な
い
」

と
い
う
の
は
、
仏
性
論
の
か
な
め
で
あ
り
な
が
ら
存
外
わ
か
り
に
く
い
。
明
確
な
理
解
を
得
る
た
め
に
、
旧
稿
⑷
で
用
い
た

図
解
を
引
用
し
た
い
。

　
　
　

　

月
は
仏
性
の
譬
え
で
あ
り
、
真
如
と
法
身
と
は
種
姓
と
と
も
に
仏
性
の
実
体
で
あ
る
。
天
空
の
月
と
水
に
映
っ
た
月
と
が

別
物
で
は
な
い
よ
う
に
、
如
来
の
仏
性
と
衆
生
身
中
の
仏
性
と
が
別
物
で
は
な
い
、
同
一
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
図
解
し

た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
衆
生
に
お
い
て
は
如
来
蔵
・
有
垢
真
如
と
呼
ば
れ
、
如
来
に
お
い
て
は
清
浄
法
身
・
無
垢
真
如
と
呼

ば
れ
る
と
こ
ろ
に
、
雑
染
か
ら
清
浄
へ
と
い
う
仏
道
の
す
じ
み
ち
が
か
く
さ
れ
て
い
る
。

　

仏
性
思
想
も
こ
の
す
じ
み
ち
か
ら
離
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
仏
性
思
想
の
中
心
と
な
る
の
は
真
如
と
い
う
概
念

天
空
の
月

如
来
法
身

無
垢
真
如

月
如
来
蔵
（
在
纏
法
身
）

水
中
の
月

　月
＝
仏
性

有
垢
真
如

月月
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で
あ
る
（
補
注
）。
世
親
の
『
仏
性
論
』
は
「
仏
性
な
る
者
は
即
ち
是
れ
人
法
二
空
所
顕
の
真
如
な
り
」（
大31-787b

）
と
定
義

し
て
い
る
が
、
こ
の
真
如
は
三
性
の
う
ち
の
円
成
実
自
性
を
指
す
。
つ
ま
り
仏
性
を
心
の
構
造
の
中
に
組
み
入
れ
て
、
心
性

と
等
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
⑸
。
し
た
が
っ
て
雑
染
―
有
垢
真
如
か
ら
清
浄
―
無
垢
真
如
へ
の
過
程
は
、
客
塵
煩
悩
に
覆
わ

れ
た
行
者
の
心
性
の
、
雑
染
か
ら
清
浄
へ
の
あ
ゆ
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
『
涅
槃
経
』
巻
七
に
い
う
（
大12-404c

）、

復
た
比
丘
有
り
て
、
仏
秘
蔵
甚
深
経
典
（
＝
如
来
蔵
経
）
を
説
く
ら
く
、
一
切
衆
生
に
は
皆
な
仏
性
有
り
。
是
の
性
を

以
て
の
故
に
無
量
億
の
諸
煩
悩
結
を
断
ち
て
、
即
ち
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
成
す
。
一
闡
提
を
除
く
、
と
。

　
『
泥
洹
経
』
巻
四
に
い
う
（
大12-881b

）、

復
た
比
丘
有
り
て
、
如
来
蔵
経
を
広
説
し
て
言
わ
く
、
一
切
衆
生
に
は
皆
な
仏
性
の
身
中
に
在
る
有
り
て
、
無
量
の
煩

悩
悉
く
除
滅
し
已
っ
て
、
仏
は
便
ち
明
顕
な
り
。
一
闡
提
を
除
く
、
と
。

　

チ
ベ
ッ
ト
語
訳
か
ら
の
和
訳
を
そ
え
て
お
こ
う
。

　

ま
た
こ
こ
に
或
る
比
丘
が
、
偉
大
な
如
来
蔵
経
に
よ
っ
て
説
く
、
一
切
衆
生
に
は
仏
性
が
あ
り
、
そ
の
仏
性
は
各
お

の
の
身
中
に
完
具
し
て
お
り
、
一
切
衆
生
は
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
を
断
滅
し
お
わ
っ
て
作
仏
す
る
が
、
一
闡
提
は
除
く
、
と

（
西
蔵
語
訳
北
京
版
大
蔵
経
三
一
冊
一
八
五
頁
五
葉
六
行
）。

　

仏
性
は
本
来
清
浄
で
煩
悩
と
は
無
縁
で
あ
る
が
、
常
に
行
者
と
一
体
で
あ
る
か
ら
、
行
者
と
と
も
に
雑
染
か
ら
清
浄
へ
の

道
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
る
に
「
煩
悩
を
断
滅
し
お
わ
っ
て
作
仏
す
る
」
の
は
行
者
で
あ
っ
て
―
―
「
菩
提
を
摂
す

る
は
眷
属
（sattva

衆
生
）
な
り
」（『
宝
性
論
⑹
』
一
八
八
頁
）
―
―
、
仏
性
で
は
な
い
。
仏
性
は
す
で
に
作
仏
し
て
い
る
の

で
あ
る
。「
仏
な
る
者
は
即
ち
是
れ
仏
性
な
り
。
何
を
以
て
の
故
ぞ
。
一
切
諸
仏
は
此
れ
を
以
て
性
と
為
せ
ば
な
り
」（『
涅

槃
経
』
二
十
七
、
大12-524a

）。
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し
か
し
衆
生
が
作
仏
す
る
と
い
う
の
は
、
衆
生
が
仏
に
変
容
す
る
こ
と
で
も
な
い
。

無
量
の
諸
患
積
聚
す
る
の
身
、
陰
界
諸
入
の
因
縁
和
合
せ
る
、
休
息
寂
滅
し
て
如
来
性
に
入
れ
ば
、
仏
性
は
顕
現
し
て

究
竟
し
て
成
就
す
（『
泥
洹
経
』
五
、
大12-888c

）。

　

無
限
の
う
れ
い
の
つ
も
っ
た
身
心
、
因
縁
和
合
に
よ
っ
て
陰
界
入
か
ら
成
る
身
心
、
そ
の
活
動
が
止
息
し
寂
滅
し
て
、
つ

ま
り
煩
悩
が
断
滅
し
て
、
行
者
が
如
来
性
に
悟
入
す
る
と
、
つ
ま
り
見
性
す
る
と
、
仏
性
は
顕
現
し
て
窮
極
的
に
清
浄
と
な

り
、
仏
徳
（
仏
の
三
徳
い
わ
ゆ
る
智
断
恩
徳
）
が
成
就
す
る
。
あ
る
い
は
涅
槃
の
三
徳
す
な
わ
ち
法
身
・
般
若
・
解
脱
が
成

就
す
る
。
い
わ
ゆ
る
見
性
成
仏
説
で
あ
る
が
、
行
者
の
側
か
ら
い
え
ば
見
性
で
あ
り
、
仏
性
の
側
か
ら
い
え
ば
顕
現
で
あ

る
。
た
だ
両
者
は
啐
啄
同
時
、
こ
れ
が
衆
生
の
作
仏
で
あ
る
⑺
。

　
『
観
音
玄
義
』
は
次
の
よ
う
に
い
う
（
大34-880c

）、

是
く
の
如
く
智
断
円
極
す
る
が
故
に
法
身
は
顕
著
な
り
、
即
ち
是
れ
三
種
仏
性
の
義
円
か
な
る
な
り
。
法
身
満
足
す
る

は
即
ち
是
れ
非
因
非
果
な
り
。
正
因
満
つ
る
が
故
に
云
く
、
隠
れ
て
は
如
来
蔵
と
名
づ
け
、
顕
わ
れ
て
は
法
身
と
名
づ

く
と
。
是
因
に
非
ず
と
雖
も
而
も
名
づ
け
て
正
因
と
為
し
、
是
果
に
非
ず
と
雖
も
而
も
名
づ
け
て
法
身
と
為
す
。

　
「
是
く
の
如
く
智
断
円
極
す
」
と
い
う
の
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
煩
悩
を
断
滅
す
る
た
め
に
方
便
を
つ
く
し
た
結
果
で

あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
法
身
が
顕
著
と
な
る
」
つ
ま
り
「
法
身
が
顕
現
す
る
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
三
種
仏
性
の
は
た
ら

き
が
完
成
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
清
浄
法
身
が
仏
徳
を
円
満
具
足
す
る
の
は
非
因
非
果
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。

正
因
仏
性
の
因
と
し
て
の
は
た
ら
き
が
満
ち
る
点
を
と
ら
え
て
、
煩
悩
に
隠
れ
て
い
る
時
に
は
如
来
蔵
と
呼
び
、
解
脱
し
て

顕
わ
れ
た
時
に
は
法
身
と
呼
ぶ
。
因
で
は
な
い
け
れ
ど
も
正
因
と
い
い
、
果
で
は
な
い
け
れ
ど
も
法
身
と
い
う
の
で
あ
る
」。

つ
ま
り
正
因
仏
性
は
常
に
不
変
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
雑
染
（
隠
覆
）
か
ら
清
浄
（
顕
現
）
へ
の
転
換
を
、
か
り
に
因
か
ら
果

へ
の
変
化
と
見
な
し
て
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
如
来
蔵
思
想
に
由
来
す
る
。
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『
宝
性
論
』
は
、
如
来
蔵
と
呼
ば
れ
る
仏
性
の
三
種
実
体
に
つ
い
て
考
察
す
る
が
、
そ
の
う
ち
「
如
来
の
種
姓
―
蔵
」
が

な
ぜ
「
如
来
―
蔵
」
で
あ
り
う
る
か
と
い
う
理
由
を
述
べ
る
く
だ
り
で
次
の
よ
う
に
い
う
、

　

蔵
と
樹
と
金
像
と
転
輪
聖
王
と
宝
像
と
の
譬
喩
は
、
彼
の
三
仏
法
身
を
生
ず
る
こ
と
を
示
現
す
。
自
体
性
に
依
り

て
、
如
来
の
性
は
諸
の
衆
生
の
蔵
な
る
を
以
て
、
是
の
故
に
説
き
て
一
切
衆
生
に
如
来
蔵
有
り
と
説
く
。

　

此
れ
は
何
の
義
を
示
す
や
。
諸
仏
如
来
は
、
三
種
身
有
り
て
［
如
来
の
］
名
義
を
得
る
を
以
て
の
故
に
、
此
の
五
種
の

喩
は
、
能
く
三
種
の
仏
法
身
の
因
と
作
る
［
こ
と
を
示
す
］。
是
の
義
を
以
て
の
故
に
、
如
来
性
は
因
な
り
と
説
く
な
り
。

　

此
れ
は
何
の
義
を
以
て
す
る
や
。
此
中
に
は
性
の
義
を
明
ら
め
て
以
て
因
の
義
と
為
す
な
り
（
一
四
二
頁
）。

　

九
種
の
譬
喩
に
よ
っ
て
如
来
蔵
の
か
く
さ
れ
た
意
味
を
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
五
種
の
譬
喩
は
、
種
姓
―
蔵
が
三

種
仏
身
を
生
じ
る
こ
と
を
表
わ
す
。「
自
体
性
に
依
り
て
」
と
い
う
の
は
「
如
来
性
そ
れ
自
体
の
性
質
と
し
て
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
諸
仏
如
来
は
、
三
種
仏
身
を
所
有
し
て
は
じ
め
て
如
来
の
名
義
〈tathagātatva

〉（
如
来
の
身
分
、
資
格
、

如
来
た
る
こ
と
）
を
得
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
名
義
を
与
え
る
の
が
種
姓
〈gotra

〉（
血
筋
・
血
統
）
と
し
て
の
如
来
性

〈tathāgata-dhātu

〉
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
五
種
の
譬
喩
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
如
来
性
が
三
種
仏
身
の
因
と
な
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
に
限
っ
て
い
え
ば
、
如
来
の
性
〈dhātu

〉
の
意
味
は
「
性
」
で
は
な
く
て

「
因
」〈hetu

〉
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
置
す
る
と
き
「
如
来
の
名
義
」〈tathāgatatva

〉
を
得
た
仏
身
は
「
果
」
だ

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
に
い
ち
お
う
因
果
の
関
係
が
成
り
立
つ
よ
う
に
見
え
る

　

し
か
し
三
種
仏
身
と
い
う
の
は
け
っ
き
ょ
く
法
身
に
収
斂
⑻
さ
れ
る
か
ら
、
仏
性
の
実
体
で
あ
る
法
身
と
別
物
で
は
な
い

わ
け
で
あ
る
。
た
だ
「
隠
れ
て
は
如
来
蔵
と
名
づ
け
、
顕
わ
れ
て
は
法
身
と
名
づ
く
」（『
観
音
玄
義
』
前
引
）
と
い
う
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
前
掲
の
図
解
の
天
空
の
月
と
水
中
の
月
と
の
喩
え
が
示
す
よ
う
に
、
両
者
は
同
一
物
で
あ
る
か
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ら
、
因
果
の
関
係
を
立
て
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
踏
ま
え
て
『
涅
槃
経
』
は
「
非
因
非
果
を
ば
名
づ
け

て
仏
性
と
為
す
。
因
果
に
非
ざ
る
が
故
に
常
恒
無
変
な
り
」（
前
引
）
と
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
観
音
玄
義
』
は
次
の
よ
う
に
し
め
く
く
る
。

　

仏
性
は
因
果
に
通
じ
て
不
縦
不
横
な
り
。
性
徳
時
の
三
因
は
不
縦
不
横
に
し
て
、
果
の
満
つ
る
時
に
三
徳
と
名
づ
く
。

故
に
普
賢
観
⑼
に
云
わ
く
、
大
乗
の
因
な
る
者
は
諸
法
実
相
な
り
。
大
乗
の
果
な
る
者
も
亦
た
諸
法
実
相
な
り
、
と
。

　
「
不
縦
不
横
」
と
は
不
一
不
異
の
関
係
を
い
う
。「
性
徳
時
」
と
い
う
の
は
行
者
の
人
為
が
加
わ
ら
な
い
時
を
い
い
、「
果

の
満
つ
る
時
」
と
い
う
の
は
修
徳
時
を
い
う
。「
三
徳
」
と
い
う
の
は
、
法
身
・
般
若
・
解
脱
の
涅
槃
の
三
徳
の
こ
と
で
あ

る
と
と
も
に
、
智
徳
・
断
徳
・
恩
徳
の
、
い
わ
ゆ
る
仏
の
三
徳
を
も
意
味
す
る
。『
観
音
玄
義
』
は
両
者
を
合
糅
す
る
の
で

あ
る
。
三
因
仏
性
は
三
徳
を
成
就
す
る
。『
観
音
玄
義
』
上
に
い
う
（
大34-878b

）、

　

若
し
性
徳
の
了
因
種
子
を
論
ず
れ
ば
、
修
徳
は
即
ち
般
若
を
成
し
、
究
竟
す
れ
ば
即
ち
智
徳
な
る
菩
提
を
成
す
。

　

性
徳
の
縁
因
種
子
は
、
修
徳
は
解
脱
を
成
し
、
断
徳
な
る
涅
槃
な
り
。

　

若
し
性
徳
の
非
縁
非
了
な
ら
ば
即
ち
是
れ
正
因
に
し
て
、
若
し
修
徳
の
成
就
す
れ
ば
、
則
ち
是
れ
不
縦
不
横
の
三
点

の
法
身
な
り
。

　

性
徳
の
了
因
種
子
は
、
修
徳
の
般
若
す
な
わ
ち
智
徳
菩
提
を
成
就
す
る
。

　

性
徳
の
縁
因
種
子
は
、
修
徳
の
解
脱
す
な
わ
ち
断
徳
涅
槃
を
成
就
す
る
。

　

性
徳
の
非
縁
非
了
す
な
わ
ち
正
因
は
、
修
徳
が
成
就
す
る
と
き
は
、
不
縦
不
横
の
三
点
の
法
身
で
あ
る
。

　

正
因
に
つ
い
て
「
修
徳
を
成
就
す
る
」
と
は
い
わ
な
い
で
、「
修
徳
が
成
就
す
る
と
き
は
、
不
縦
不
横
の
三
点
の
法
身
で

あ
る
」
と
い
う
の
は
、
右
に
見
た
非
因
非
果
の
道
理
に
し
た
が
う
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
成
就
が
縁
了
二
因
の
は
た
ら
き

に
負
う
こ
と
、
後
に
見
る
と
お
り
で
あ
る
。
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種
子
に
つ
い
て
、『
観
音
玄
義
記
』
一
に
い
う
と
こ
ろ
を
詳
し
く
見
て
み
よ
う
（
大34-898b

）。

　

問
う
、
文
中
に
縁
と
了
と
は
並
び
に
種
と
云
う
者
は
、
其
の
義
は
何
ぞ
や
。

　

答
う
、
夫
れ
種
と
言
う
者
は
凡
そ
二
義
有
り
。
一
、
敵
対
す
る
を
ば
種
な
り
と
論
ず
、
三
道
は
是
れ
三
徳
の
種
な
る

が
如
し
。
二
、
類
例
す
る
を
ば
種
な
り
と
論
ず
、
縁
と
了
と
は
是
れ
智
と
断
と
の
種
に
し
て
、
性
徳
の
法
身
は
修
徳
の

法
身
の
種
な
る
が
如
し
。
此
の
二
は
皆
な
能
生
の
義
を
取
る
な
り
。
若
し
二
空
を
以
て
種
と
為
さ
ば
、
即
ち
類
例
の
義

な
り
。
若
し
二
執
を
以
て
種
と
為
さ
ば
敵
対
の
義
な
り
。

　

種
子
と
い
う
語
の
意
味
は
「
能
生
の
義
」
で
あ
る
。
性
徳
の
法
身
の
種
子
は
修
徳
の
法
身
を
生
じ
る
。
右
に
見
た
よ
う

に
、
法
身
は
非
因
非
果
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
考
え
る
の
は
道
理
に
反
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
「
法
身
種
子
」
と
い
う

語
が
す
で
に
真
諦
訳
の
『
摂
大
乗
論
』
上
に
出
て
い
る
（
大31-117a

）。

　

是
の
聞
熏
習
な
る
者
は
、
若
し
く
は
下
中
上
品
な
る
も
、
応
に
知
る
べ
し
是
れ
法
身
の
種
子
な
る
こ
と
を
。
阿
黎
耶

識
を
対
治
す
る
に
由
り
て
生
ず
、
是
の
故
に
阿
黎
耶
性
の
摂
に
は
入
ら
ず
。
出
世
の
最
清
浄
な
る
法
界
よ
り
流
出
せ
る

も
の
な
る
が
故
に
。
…
…
此
の
聞
熏
習
は
阿
黎
耶
識
に
は
非
ず
。
法
身
及
び
解
脱
身
の
摂
に
属
す
。
如
是
如
是
（
あ
た

か
も
）［
法
身
種
子
は
］
下
よ
り
中
上
へ
と
次
第
に
漸
増
す
る
ご
と
く
、
如
是
如
是
（
そ
の
よ
う
に
）
果
報
識
は
次
第
に

漸
減
し
、
依
止
は
即
ち
転
ず
。
若
し
依
止
の
一
向
に
転
ず
れ
ば
、
是
の
有
種
子
の
果
報
識
は
即
ち
無
種
子
と
な
り
、
一

切
皆
な
尽
き
ん
。

　
「
依
止
」
と
は
ア
ラ
ヤ
識
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
転
ず
る
と
い
う
の
は
い
わ
ゆ
る
「
転
依
」
の
こ
と
で
、
清
浄
法
身
が

顕
現
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

唯
識
学
派
は
、
仏
性
思
想
を
も
種
子
説
に
よ
っ
て
説
明
す
る
よ
う
で
あ
る
。『
宗
鏡
録
』
五
に
い
う
（
大48-440b

）、

若
し
法
相
宗
の
所
説
な
ら
ば
、
一
切
の
有
漏
の
妄
法
も
無
漏
の
浄
法
も
、
無
始
時
来
、
各
お
の
種
子
有
り
て
阿
頼
耶
識
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中
に
在
り
、
縁
熏
習
に
遇
え
ば
即
ち
各
お
の
自
性
よ
り
起
こ
る
。

　

中
国
で
最
も
早
く
ま
と
ま
っ
た
仏
性
論
を
提
示
し
た
の
は
、『
大
乗
義
章
』
で
あ
る
が
、
仏
性
の
語
義
を
解
釈
す
る
と
こ

ろ
で
（
大44-472a

）、

言
う
所
の
性
な
る
者
は
釈
す
る
に
四
義
有
り
。
一
な
る
者
は
種
子
因
本
の
義
な
り
⑽
。

と
い
っ
て
い
る
。「
因
本
」
と
い
う
の
は
根
本
原
因
と
言
い
換
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。『
観
音
玄
義
』
に
い
わ
ゆ
る
「
諸
法
生

起
の
本
」
つ
ま
り
仏
性
の
性
徳
の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
三
点
」
と
は
周
知
の
伊
字
三
点
の
こ
と
で
、
法
身
・
般
若
・
解
脱
の
い
わ
ゆ
る
涅
槃
の
三
徳
を
表
わ
す
が
、「
三
点
の
法

身
」
と
い
う
言
い
方
は
、
他
の
二
徳
と
の
不
縦
不
横
の
関
係
に
お
い
て
顕
現
し
た
修
徳
の
法
身
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
の

法
身
は
性
徳
の
正
因
種
子
が
成
就
す
る
が
、
般
若
と
解
脱
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
性
徳
の
了
因
種
子
と
性
徳
の
縁
因
種
子
と
が
成

就
す
る
の
で
あ
る
。

　

了
因
と
縁
因
と
は
、
前
に
引
い
た
『
涅
槃
経
』
の
「
是
因
非
果
と
は
仏
性
の
如
し
」
と
い
う
言
葉
と
対
応
す
る
。『
涅
槃

経
』
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
い
う
、

　

是
因
非
果
を
ば
名
づ
け
て
仏
性
と
為
す
と
は
、
因
よ
り
生
ず
る
に
非
ざ
る
が
故
に
（
つ
ま
り
果
で
は
な
い
か
ら
）
是

因
非
果
な
り
。
沙
門
果
に
非
ざ
る
が
故
に
非
果
と
名
づ
く
。

　

何
が
故
に
因
と
名
づ
く
る
や
。
了
因
な
る
を
以
て
の
故
な
り
。
善
男
子
、
因
に
二
種
有
り
。
一
に
は
生
因
な
り
、
二

に
は
了
因
な
り
。
能
く
法
を
生
ず
る
者
を
ば
是
れ
生
因
と
名
づ
く
。
灯
は
能
く
物
を
了
せ
し
む
る
が
故
に
了
因
と
名
づ

く
（
大12-530a

）。

　
『
涅
槃
経
』
は
仏
性
を
因
と
呼
ぶ
ゆ
え
ん
を
了
因
で
あ
る
か
ら
と
し
て
、
暗
に
生
因
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
仏
性
に
、
種
子
を
媒
介
と
し
て
「
能
生
の
義
」
を
附
与
す
る
の
は
、
生
因
と
し
て
認
め
る
こ
と
で
あ
り
、
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仏
性
論
の
中
国
的
展
開
で
あ
っ
た
⑾
。

　

ま
た
次
の
よ
う
に
も
い
う
（
大12-533b

）。

　

汝
は
言
う
、
衆
生
は
悉
有
仏
性
な
る
に
何
が
故
ぞ
見
ざ
る
と
は
、
是
の
義
は
然
ら
ず
。
何
を
以
て
の
故
ぞ
。
諸
の
因

縁
の
未
だ
和
合
せ
ざ
る
が
故
な
り
。
善
男
子
、
是
の
義
を
以
て
の
故
に
我
は
二
因
を
説
く
、
正
因
と
縁
因
と
な
り
。
正

因
な
る
者
は
名
づ
け
て
仏
性
と
為
し
、
縁
因
な
る
者
は
発
菩
提
心
な
り
。
二
の
因
縁
を
以
て
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を

得
る
な
り
。

　

三
因
仏
性
の
各
名
称
が
『
涅
槃
経
』
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
正
因
と
縁
因
と
を
対

置
し
た
議
論
が
『
宝
性
論
』
に
あ
る
。『
宝
性
論
』
は
三
宝
が
世
に
出
現
す
る
根
拠
を
仏
性
に
求
め
る
の
だ
が
、

清
浄
の
因
と
縁
と
を
得
て
、
三
宝
を
出
生
す
と
応
に
知
る
べ
し
。
是
の
故
に
偈
に
言
わ
く
、
初
句
を
正
因
〈hetu

〉
と

為
し
、
余
の
三
を
浄
縁
〈pratyaya

〉
と
為
す
が
故
に
。（
四
八
頁
）

と
い
う
。「
清
浄
」
と
は
、「（
転
依
の
）
実
体
な
る
者
は
、
向
に
説
け
る
如
来
蔵
の
、
煩
悩
蔵
の
所
纏
を
離
れ
ざ
る
、
諸

煩
悩
を
遠
離
し
、
転
身
し
て
清
浄
な
る
こ
と
を
得
た
る
を
ば
、
是
れ
を
ば
名
づ
け
て
実
体
と
為
す
と
応
に
知
る
べ
し
」

（
一
五
六
頁
）
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
転
依
⑿
し
て
煩
悩
を
遠
離
し
た
清
浄
法
身
の
こ
と
で
あ
る
。「
向
に
説
け
る
」
と
は
、

三
宝
に
つ
い
て
述
べ
お
わ
っ
た
直
後
の
く
だ
り
を
指
す
。

　

問
う
て
曰
わ
く
、
何
等
の
法
に
依
り
て
此
の
三
宝
有
り
、
而
し
て
此
の
法
に
依
り
て
世
間
及
び
出
世
間
の
清
浄
な
る

も
の
有
る
こ
と
を
得
て
、
三
宝
を
生
起
す
る
や
。

　

答
え
て
曰
わ
く
、
彼
の
義
の
為
の
故
に
両
行
の
偈
を
説
く
。

　

真
如
の
雑
垢
有
る
と
、
及
び
諸
垢
を
遠
離
せ
る
と
、
仏
の
無
量
の
功
徳
と
及
び
仏
の
所
作
業
と
。

　

是
く
の
如
き
の
妙
境
界
は
、
是
れ
諸
仏
の
所
知
に
し
て
、
此
の
妙
法
身
に
依
り
て
、
三
宝
を
出
生
す
。（
四
〇
頁
）
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「
初
句
を
正
因
と
為
し
」
と
い
う
の
は
「
真
如
の
雑
垢
有
る
」
つ
ま
り
如
来
蔵
で
、「
真
如
仏
性
の
未
だ
諸
煩
悩
の
所
纏
を

離
れ
ざ
る
」（
四
〇
頁
）
に
つ
い
て
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
諸
垢
を
遠
離
せ
る
と
は
即
ち
彼
の
如
来
蔵
の
転
身
し
て
仏

地
に
到
り
、
法
身
を
得
証
し
て
、
如
来
法
身
と
名
づ
け
ら
る
」（
四
〇
頁
）
る
真
如
仏
性
と
対
比
さ
れ
る
。
た
だ
し
両
者
は

同
一
物
で
あ
り
、「
隠
」
と
「
顕
」
と
の
違
い
が
あ
る
の
み
で
あ
る
こ
と
は
前
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。「
功
徳
」
と
「
所
作

業
」
と
は
如
来
の
属
性
で
あ
る
。

　

こ
の
箇
所
は
漢
訳
に
は
う
ま
く
出
て
い
な
い
の
で
梵
文
か
ら
和
訳
し
て
引
用
す
る
が
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
（
四
七
頁
）。

そ
の
う
ち
こ
の
四
句
の
中
の
初
の
如
来
蔵
は
、
出
世
間
法
の
種
子
〈bīja

〉
で
あ
る
か
ら
、
内
身
の
如
理
作
意
（
無
分

別
智
）
に
よ
る
そ
れ
（
如
来
蔵
）
の
清
浄
化
（
つ
ま
り
転
依
）
に
照
ら
し
て
、
三
宝
出
生
の
正
因
で
あ
る
と
知
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。

　

仏
性
は
出
世
間
法
の
種
子
で
あ
る
が
故
に
正
因
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

さ
て
次
に
、
縁
因
と
了
因
と
を
対
に
し
て
、
了
因
が
般
若
智
徳
を
成
就
し
、
縁
因
が
解
脱
断
徳
を
成
就
す
る
と
す
る
考

え
は
、『
涅
槃
経
』
に
も
な
い
『
宝
性
論
』
に
も
な
い
、
天
台
独
自
の
も
の
で
あ
る
。『
観
音
玄
義
』
上
に
い
う
（
大34-

880b

）、
　

了
因
と
縁
因
と
を
釈
す
れ
ば
、
了
は
是
れ
顕
発
に
し
て
縁
は
是
れ
資
助
な
り
。
了
を
資
助
し
て
法
身
を
顕
発
せ
し
む

る
な
り
。

　

了
な
る
者
は
即
ち
是
れ
般
若
の
観
智
な
り
。
亦
た
慧
行
正
道
と
名
づ
く
。
智
慧
荘
厳
な
り
。
縁
な
る
者
は
解
脱
な

り
。
行
行
助
道
に
し
て
、
福
徳
荘
厳
な
り
。
大
論
に
云
わ
く
、
一
人
は
能
く
耘く

さ
ぎり
、
一
人
は
能
く
種う

ゆ
、
と
。
種
と
は

縁
に
喩
え
、
耘
と
は
了
に
喩
う
。

　

今
は
正
に
円
教
の
二
種
荘
厳
の
因
を
明
ら
め
ん
と
す
。
仏
は
二
種
荘
厳
の
果
を
具
せ
ば
な
り
。
此
の
因
果
の
根
本
を
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原
ぬ
る
に
即
ち
是
れ
性
徳
の
縁
了
な
り
。
此
の
性
徳
は
本も

自と

之
有
り
て
、
適
今
に
は
非
ざ
る
な
り
。

　

前
に
見
た
よ
う
に
、
性
徳
の
正
因
仏
性
は
修
得
の
三
点
法
身
を
生
じ
る
。
こ
れ
は
正
確
に
は
、「
隠
れ
て
は
如
来
蔵
と
名

づ
け
、
顕
わ
れ
て
は
法
身
と
名
づ
く
」（
大34-880c

）
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
三
点
法
身
と
し
て
顕
現
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
正
因
の
自
力
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
縁
因
が
了
因
を
資
助
し
て
、
了
因
を
し
て
法
身
を
顕
発
せ
し
め

る
結
果
で
あ
る
。
こ
れ
を
智
慧
荘
厳
（
了
因
）
と
福
徳
荘
厳
（
縁
因
）
の
二
種
荘
厳
と
い
う
。
つ
ま
り
二
種
荘
厳
に
よ
っ
て

三
点
法
身
は
成
就
す
る
の
で
あ
る
。「
即
ち
是
れ
三
種
仏
性
の
義
は
円
か
な
る
な
り
」（
大34-880c

）
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん

で
あ
る
が
、
仏
性
の
は
た
ら
き
が
完
成
す
る
の
は
自
然
に
そ
う
な
る
の
で
は
な
い
。
行
者
の
修
行
に
待
つ
の
で
あ
る
。『
観

音
玄
義
』
は
い
う
、

　

修
行
は
福
慧
を
出
で
ず
。
慧
は
即
ち
般
若
に
し
て
、
福
は
即
ち
五
度
な
り
。
互
い
に
相
い
資
導
し
て
、
行
を
以
て
願

に
順
い
、
事
理
を
し
て
円
足
せ
し
む
。（
大34-877b

）

　

福
慧
を
釈
す
れ
ば
、
亦
た
定
慧
と
も
名
づ
く
。
定
は
静
愛
と
名
づ
け
、
慧
は
観
策
と
名
づ
く
。
寂
照
の
智
は
幽
と
し

て
朗
ら
か
に
せ
ざ
る
無
き
こ
と
、
明
鏡
の
堂
に
高
き
が
如
く
、
福
徳
禅
定
は
純
厚
に
資
発
す
る
こ
と
、
明
灯
の
浄
油
の

如
し
。
亦
た
称
し
て
目
と
足
と
備
わ
り
て
清
涼
池
に
入
る
を
得
と
為
す
。
池
と
は
即
ち
涅
槃
な
り
。
涅
槃
は
称
し
て
、

二
種
荘
厳
の
法
身
を
荘
厳
す
る
と
為
す
。（
同879b
）

　
「
福
慧
」
と
い
う
の
は
い
わ
ゆ
る
二
種
資
糧
の
こ
と
で
、
六
度
中
の
前
五
度
福
徳
と
第
六
度
智
慧
と
を
指
す
。
し
か
る
に

福
徳
を
代
表
す
る
も
の
は
禅
定
で
あ
る
か
ら
、
福
慧
は
「
亦
た
定
慧
と
も
名
づ
く
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。『
観
音
玄
義

記
』
二
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
（
大34-900a

）、

寂
照
下
は
福
智
の
徳
な
り
。
寂
照
の
智
な
る
者
は
権
実
の
二
智
な
り
。
幽
と
し
て
朗
ら
か
な
ら
ざ
る
も
の
無
し
と
は
、

即
ち
三
惑
の
暗
無
き
な
り
。
福
徳
禅
定
は
必
ず
諸
度
及
び
大
小
諸
禅
を
含
め
ば
、
福
を
以
て
智
を
資
く
る
こ
と
油
の
灯
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を
助
く
る
が
如
き
な
り
。

　

禅
定
と
智
慧
と
は
、
あ
た
か
も
目
と
足
と
の
よ
う
に
行
者
を
み
ち
び
い
て
、
涅
槃
の
清
涼
池
に
入
ら
せ
る
。
そ
こ
で
涅
槃

は
、
般
若
と
解
脱
と
の
二
種
荘
厳
の
因
が
、
行
者
の
修
習
に
よ
っ
て
智
徳
と
断
徳
と
の
二
種
荘
厳
の
果
と
な
り
、
法
身
を
荘

厳
す
る
こ
と
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
正
因
仏
性
が
三
点
法
身
と
し
て
究
極
的
に
顕
現
す
る
こ
と
は
、
法

身
・
般
若
・
解
脱
の
涅
槃
の
三
徳
が
出
そ
ろ
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

縁
は
能
く
了
を
資
け
、
了
は
正
因
を
顕
わ
に
し
、
正
因
は
究
顕
す
れ
ば
則
ち
果
仏
と
成
る
。（『
観
音
玄
義
記
』、905a

）

と
も
い
わ
れ
る
。
正
因
仏
性
は
究
極
的
に
顕
現
し
た
と
き
果
仏
と
な
る
。
こ
れ
は
行
者
の
成
道
で
あ
る
。
本
節
の
冒
頭
に

も
引
い
た
よ
う
に
「
仏
（
＝
行
者
）
は
初
発
心
よ
り
人
法
の
空
を
観
じ
、
三
仏
性
を
修
し
、
六
即
位
を
歴
て
六
即
人
法
（
果

仏
）
を
成
ず
」
と
い
わ
れ
る
の
だ
が
、
二
種
荘
厳
と
は
「
人
法
の
空
を
観
じ
、
三
仏
性
を
修
」
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

い
。「
人
空
を
観
ず
る
は
是
れ
了
因
種
な
り
（
人
空
を
観
ず
る
こ
と
は
了
因
仏
性
の
修
習
で
あ
る
）」「
法
空
を
観
ず
る
は
是
れ

縁
因
種
な
り
（
法
空
を
観
ず
る
こ
と
は
縁
因
仏
性
の
修
習
で
あ
る
）」
と
い
わ
れ
る
（
大34-878c

）。

論
に
云
わ
く
、
衆
生
の
無
上
な
る
者
は
仏
是
れ
な
り
。
仏
な
る
者
は
即
ち
覚
な
り
。
覚
は
是
れ
智
慧
な
り
。
始
め
に
人

空
を
覚
し
、
終
り
に
法
空
を
覚
す
。（
大34-878c

）

　
『
観
音
玄
義
記
』
一
に
い
う
（
大34-898a

）、

始
め
に
人
空
を
覚
し
、
終
り
に
法
空
を
覚
す
と
は
、
人
は
是
れ
覚
智
な
り
、
独
り
自
ら
人
執
を
空
ず
る
の
み
な
ら
ず
、

復
た
能
く
法
執
を
空
ず
。

　

人
法
二
執
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
、

　

今
経
は
既
に
智
慧
を
以
て
人
と
目
す
。
故
に
人
執
空
ず
れ
ば
則
ち
智
人
顕
わ
る
。
況
ん
や
本
空
を
観
ず
れ
ば
乃
ち
本

智
を
顕
わ
に
す
。
本
智
は
即
ち
是
れ
性
徳
の
了
因
な
り
。（898a
）
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法
空
を
観
ず
る
は
即
ち
縁
因
種
な
り
と
は
、
覚
智
に
由
る
が
故
に
法
執
既
に
亡
び
、
五
陰
は
清
浄
な
り
。
乃
ち
浄
陰

を
以
て
し
て
縁
因
と
為
す
。
況
ん
や
本
空
を
了
す
れ
ば
乃
ち
陰
は
本
浄
な
り
。
本
浄
の
陰
を
性
縁
種
と
名
づ
く
。（
同
）

　

此
れ
等
の
法
（
智
人
と
浄
陰
）
を
攬
り
て
、
之
を
称
し
て
仏
と
為
す
。（898b

）

　

天
台
の
仏
性
論
に
お
け
る
基
本
的
立
場
は
、『
金
剛
錍
』
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
（
大46-784c

）、

衆
生
は
自
ら
仏
の
依
正
中
に
於
い
て
、
而
し
て
殊
見
を
生
じ
て
苦
楽
に
昇
沈
す
。
一
々
皆
な
計
し
て
己
れ
の
身
土
の
、

浄
穢
宛
然
た
り
、
成
壊
斯
に
在
る
と
為
せ
ば
な
り
。

　

衆
生
は
本
来
的
に
仏
の
身
土
の
中
に
在
り
な
が
ら
、
殊
見
を
生
じ
て
苦
楽
に
昇
沈
し
て
い
る
。
ひ
と
り
ひ
と
り
が
皆
な
虚

妄
分
別
を
起
こ
し
て
、
仏
の
身
土
を
己
れ
の
身
土
だ
と
妄
想
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
状
態
を
『
観
音
玄
義
』
は
「
理
具
情

迷
」（
大34-877b

）
と
い
う
。「
情
」
と
は
情
識
の
こ
と
で
、
所
縁
に
よ
っ
て
生
じ
る
識
の
こ
と
で
あ
る
（『
智
度
論
』
三
一
、

大25-292a

）。
こ
れ
は
虚
妄
分
別
の
当
体
で
あ
る
が
、
我
執
（
能
取
）
と
法
執
（
所
取
）
と
の
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成

り
立
つ
。
し
た
が
っ
て
「
情
迷
」
か
ら
離
脱
す
る
た
め
に
は
二
執
を
打
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
大
乗
の
空
観
は
、
情

を
蕩
い
徳
を
顕
わ
す
」（『
観
音
玄
義
記
』
一
、
大34-898a

）、「
人
法
の
空
を
観
じ
、
三
仏
性
を
修
」
す
る
の
は
、
迷
情
を
洗

い
流
し
て
、
仏
性
の
性
徳
を
顕
わ
に
す
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
考
え
は
世
親
の
『
仏
性
論
』
に
い
う
と
こ
ろ
の
、「
仏
性
な
る
者
は
即
ち
是
れ
人
法
二
空
所
顕
の
真
如
な
り
」（
大

31-787b

）
と
い
う
教
説
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
教
説
は
前
提
と
し
て
、
仏
性
を
心
性
と
等
置
す

る
の
で
あ
る
が
、「
人
法
二
空
所
顕
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
心
性
真
如
つ
ま
り
無
分
別
心
は
、
妄
執
さ
れ
た
我
・
能
取
と

法
・
所
取
と
の
二
の
空
無
に
お
い
て
顕
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
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二
、
如
来
性
悪
不
断

　
『
観
音
玄
義
』
上
は
い
う
（
大34-882c

）、

　

縁
了
を
料
簡
す
。

　

問
う
、
縁
了
は
既
に
性
徳
の
善
有
り
、
亦
た
性
徳
の
悪
有
り
や
。

　

答
う
、
具
す
。

　
『
観
音
玄
義
記
』
二
に
い
う
（
大34-905a

）、

　

初
め
に
善
悪
の
法
門
は
性
徳
は
皆
な
具
す
る
こ
と
を
明
ら
む
。

　

縁
因
と
了
因
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
は
じ
め
に
仏
性
の
性
徳
は
、
善
悪
の
法
門
（
善
悪
の
理
法
）
を
具
有
す

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

初
め
に
問
う
、
縁
は
能
く
了
を
資
け
、
了
は
正
因
を
顕
わ
に
し
、
正
因
は
究
顕
す
れ
ば
則
ち
果
仏
と
成
る
。
今
は
性

具
の
縁
了
二
因
は
乃
ち
是
れ
性
徳
に
し
て
、（
仏
性
に
）
仏
と
成
る
の
善
を
具
す
る
こ
と
を
明
ら
む
。
若
し
九
界
と
造な

ら

ば
亦
た
因
縁
を
須
つ
。
九
界
は
仏
に
望
む
に
皆
な
名
づ
け
て
悪
と
為
す
。
此
れ
等
の
諸
悪
も
性
は
本
具
な
り
や
、
と
。

　

は
じ
め
に
質
問
す
る
、
縁
因
は
能
く
了
因
を
た
す
け
、
了
因
は
正
因
を
あ
ら
わ
に
し
、
正
因
は
究
極
的
に
顕
現
す
る
と
果

仏
と
な
る
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
い
ま
性
具
の
縁
了
二
因
は
性
徳
で
あ
る
か
ら
、
仏
性
は
仏
と
な
る
善
の
性
徳
を
本
来
具
有

す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
仏
性
が
も
し
九
界
と
も
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
因
縁
を
必
要
と
す
る
が
、
十
界
中
の

九
界
は
、
仏
界
と
対
比
す
れ
ば
す
べ
て
悪
界
で
あ
る
。
で
は
こ
れ
ら
諸
悪
の
性
徳
を
も
仏
性
は
本
来
具
有
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
、
と
。
答
え
は
前
掲
の
と
お
り
、
仏
性
は
性
徳
の
善
も
、
性
徳
の
悪
も
本
来
具
有
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。『
観
音

玄
義
』
は
議
論
を
進
め
る
た
め
に
問
答
を
設
け
る
（
大34-882c

）。
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問
う
、
闡
提
と
仏
と
は
何
等
の
善
悪
を
断
ず
る
や
。

答
う
、
闡
提
は
修
善
を
断
じ
尽
く
し
て
、
但
だ
性
善
の
み
在
り
。
仏
は
修
悪
を
断
じ
尽
く
し
て
、
但
だ
性
悪
の
み
在
り
。

　

問
う
、
一
闡
提
と
諸
仏
と
は
ど
の
よ
う
な
善
悪
を
断
っ
て
い
る
の
か
。
答
う
、
一
闡
提
は
修
徳
の
善
を
断
ち
つ
く
し
て
、

た
だ
性
徳
の
善
の
み
が
の
こ
っ
て
い
る
。
諸
仏
は
修
徳
の
悪
を
断
ち
つ
く
し
て
、
た
だ
性
徳
の
悪
の
み
が
の
こ
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
の
問
答
は
、
修
徳
の
善
悪
は
断
つ
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
性
徳
の
善
悪
は
絶
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
理

論
を
前
提
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
議
論
は
続
く
（882c

）、

　

問
う
、
性
徳
の
善
悪
は
、
何
ぞ
断
ず
可
か
ら
ざ
る
。

　

答
う
、
性
の
善
悪
は
、
但
だ
是
れ
善
悪
の
法
門
に
し
て
、
性
と
し
て
改
む
可
か
ら
ざ
る
の
み
。
三
世
を
歴
る
も
誰
と

し
て
能
く
毀
つ
も
の
無
く
、
復
た
断
壊
す
可
か
ら
ず
。
譬
え
ば
魔
の
如
き
の
経
を
焼
く
と
雖
も
、
何
ぞ
能
く
性
善
の
法

門
を
し
て
尽
き
し
め
ん
。
縦
令
い
仏
の
悪
譜
を
焼
く
も
、
亦
た
悪
の
法
門
を
し
て
尽
き
し
む
る
能
わ
ざ
る
こ
と
、
秦
の

焚
典
坑
儒
の
如
き
、
豈
に
能
く
善
悪
を
し
て
断
尽
せ
し
め
ん
や
。

　

性
徳
の
善
悪
は
ど
う
し
て
断
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
。
答
え
、
性
徳
の
善
悪
は
、
善
悪
の
法
門
（
理
法
）
で
あ
っ
て
、

本
質
的
に
変
改
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
要
点
を
説
明
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
澄
観
の
『
華
厳
経
随
疏
演
義
鈔
』

四
十
二
に
い
う
（
大36-323c

）、

　

善
悪
の
二
法
は
同
に
真
如
を
以
て
し
て
其
の
性
と
為
す
。
若
し
善
性
を
断
ぜ
ば
即
ち
真
如
を
断
ぜ
ん
。
真
は
断
ず
可

か
ら
ず
。
故
に
性
善
は
断
ず
可
か
ら
ず
と
云
う
。
仏
性
は
即
ち
是
れ
真
実
の
性
な
り
。
真
実
の
性
は
即
ち
第
一
義
空
な

れ
ば
、
如
何
ん
ぞ
断
ず
可
け
ん
。
性
悪
不
断
な
る
は
、
即
ち
妄
法
も
本
と
真
な
れ
ば
な
り
。
故
に
無
尽
な
り
。

　

性
徳
と
修
徳
と
の
ち
が
い
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
性
徳
は
仏
性
の
持
つ
天
然
自
然
の
ち
か
ら
で
あ
り
、
修
徳
は
行
者
の

人
為
造
作
が
加
わ
っ
た
ち
か
ら
で
あ
る
。
性
徳
の
善
悪
は
真
如
仏
性
の
天
然
の
ち
か
ら
で
あ
っ
て
、「
皆
な
本
具
な
る
を
以
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て
、
故
に
名
づ
け
て
性
善
性
悪
と
為
す
こ
と
を
得
」（『
観
音
玄
義
記
』
大34-905b

）
な
の
で
あ
り
、「
性
と
し
て
改
む
可
か

ら
ざ
る
」
も
の
、
本
性
と
し
て
変
改
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
断
つ
こ
と
は
、
真
如
仏
性
そ
の
も
の
を
断
と
う
と
す

る
こ
と
で
あ
る
。
で
き
な
い
相
談
で
あ
る
。

　
「
善
悪
の
二
法
」
と
い
う
の
は
、
今
の
場
合
、
具
体
的
に
は
次
の
十
法
界
を
指
す
。

地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
阿
修
羅
・
人
・
天
・
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
・
仏

　

こ
れ
は
天
台
教
学
に
い
う
と
こ
ろ
の
三
千
世
間
で
あ
り
、
全
世
界
・
一
切
法
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
善
法
は
仏
の
一
界
の
み

で
あ
り
、
残
余
の
九
界
は
悪
法
で
あ
る
。
し
か
し
十
界
す
べ
て
が
真
如
仏
性
を
本
性
と
す
る
、
つ
ま
り
真
如
仏
性
で
で
き
て

い
る
と
考
え
る
の
が
、
中
国
仏
教
の
仏
性
論
で
あ
る
。
こ
の
考
え
を
ま
と
め
て
、

万
法
は
是
れ
真
如
な
り
、
不
変
に
由
る
が
故
に
。

真
如
は
是
れ
万
法
な
り
、
随
縁
に
由
る
が
故
に
。

と
い
う
（『
金
剛
錍
』
大46-782c
）。
万
法
つ
ま
り
世
界
は
、
真
如
の
不
変
随
縁
と
い
う
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
現
わ
れ
て
い
る

と
い
う
の
だ
が
、
こ
の
不
変
随
縁
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
、『
禅
源
諸
詮
集
都
序
』
の
説
明
は
た
く
み
で
解
り
や
す
い
。

曰
わ
く
、

　

真
金
の
如
き
は
、
工
匠
等
の
縁
に
随
っ
て
鐶
釧
盌
盞
の
種
々
な
る
器
物
と
作
る
も
、
金
性
は
必
ず
変
じ
て
銅
鉄
と
為

ら
ず
。
金
は
即
ち
是
れ
法
に
し
て
、
不
変
と
随
縁
と
は
是
れ
義
な
り
。
設
し
人
有
っ
て
問
う
て
説い

わ
ん
、
何
物
か
不

変
、
何
物
か
随
縁
、
と
。
只
だ
合
に
答
え
て
云
う
べ
し
、
金
な
り
、
と
。（
大48-401b

）

　

不
変
と
随
縁
と
は
と
も
に
真
金
と
い
う
法
（
存
在
）
の
義
（
作
用
）
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
主
体
は
い
う
ま
で
も
な
く
真
金

で
あ
る
。
そ
れ
は
工
匠
な
ど
の
縁
に
随
っ
て
―
―
随
縁
し
て
―
―
種
々
の
器
物
に
変
化
す
る
け
れ
ど
も
、
金
で
あ
る
こ
と
に

お
い
て
は
変
化
し
な
い
の
で
不
変
と
い
う
。
し
か
る
に
不
変
は
真
如
の
「
体
」
で
あ
り
、
随
縁
は
真
如
の
「
用
」
で
あ
る
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と
、
い
わ
ゆ
る
体
用
論
の
立
場
か
ら
説
明
さ
れ
る
。

　

体
用
論
と
い
う
の
は
、
中
国
思
想
の
宇
宙
生
々
論
に
お
い
て
、
一
個
の
原
理
と
万
有
と
の
関
係
を
説
明
し
た
も
の
で
あ

る
。
体
と
用
と
の
関
係
は
し
ば
し
ば
水
と
波
と
の
関
係
に
譬
え
ら
れ
る
。
前
に
引
い
た
『
金
剛
錍
』
の
文
は
続
け
て
、

是
な
ら
ば
則
ち
無
波
の
水
有
る
こ
と
無
く
、
未
だ
不
湿
の
波
有
ら
ず
。

と
い
う
。「
無
波
の
水
有
る
こ
と
無
し
」
と
い
う
の
は
「
真
如
是
万
法
、
由
随
縁
故
」
を
承
け
、「
未
だ
不
湿
の
波
有
ら
ず
」

と
い
う
の
は
「
万
法
是
真
如
、
由
不
変
故
」
を
承
け
る
。
随
縁
の
故
に
無
波
の
水
は
な
い
と
い
う
の
は
、
万
法
（
波
）
で
な
い

真
如
（
水
）
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
不
変
の
故
に
不
湿
の
波
は
な
い
と
い
う
の
は
、
真
如
（
水
）
で
な
い
万
法
（
波
）

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
水
と
波
と
の
譬
喩
は
、
も
と
も
と
二
つ
の
も
の
の
不
可
分
の
関
係
を
表
わ
す
の
で
あ
る
。

　

こ
の
関
係
を
体
用
論
に
お
い
て
は
「
体
用
無
二
」
と
い
う
。
ま
ず
真
如
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
を
見
て
お
こ
う
。『
大

乗
止
観
法
門
』
一
に
、「
二
種
の
如
来
蔵
を
挙
げ
て
―
―
た
だ
し
如
来
蔵
は
二
つ
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
宇
宙
論
的
原
理
は

常
に
唯
一
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
二
種
」
と
は
二
つ
の
側
面
と
い
う
こ
と
で
あ
る
―
―
以
て
真
如
を
弁
ず
」
と
し
て
次
の
よ
う

に
い
う
（
大46-648c

）、

　

問
う
て
曰
わ
く
、
如
来
の
蔵
は
是
く
の
如
き
等
の
、
無
量
の
法
性
を
具
す
る
の
時
、
為
た
差
別
有
り
や
、
為
た
差
別

無
し
や
。

　

答
え
て
曰
わ
く
、
蔵
の
体
は
平
等
に
し
て
、
実
に
差
別
無
し
、
即
ち
是
れ
空
如
来
蔵
な
り
。
然
れ
ど
も
此
の
蔵
の
体

に
は
復
た
不
可
思
議
の
用
有
り
、
故
に
一
切
の
法
性
を
具
足
し
て
其
の
差
別
有
り
、
即
ち
是
れ
不
空
如
来
蔵
な
り
。
此

れ
蓋
し
無
差
別
の
差
別
な
り
。

　
「
法
性
」
と
い
う
の
は
「
法
性
と
は
能
く
諸
法
を
生
ず
る
の
義
」（『
大
乗
止
観
法
門
』
二
、
大46-649b

）
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
、「
諸
法
生
起
の
本
」
と
さ
れ
る
「
性
徳
」
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
如
来
蔵
は
一
心
⒀
の
別
名
と
し
て
取
り
あ
げ
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ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
三
義
あ
り
と
さ
れ
て
「
一
に
は
能
蔵
を
蔵
と
名
づ
け
、
二
に
は
所
蔵
を
蔵
と
名
づ
け
、
三
に
は
能
生

を
蔵
と
名
づ
く
」（644b

）
と
い
い
、

第
三
に
能
生
を
蔵
と
名
づ
く
と
は
、
女
の
胎
蔵
の
能
く
子
を
生
じ
る
が
如
く
、
此
の
心
も
亦
た
爾
り
。
体
に
染
浄
二
性

の
用
を
具
す
。
故
に
染
浄
二
種
の
熏
力
に
依
り
て
、
能
く
世
間
出
世
間
の
法
を
生
ず
。

と
い
う
の
を
承
け
て
「
無
量
の
法
性
を
具
す
云
云
」
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。「
差
別
」
と
は
万
法
の
示
す
種
々
相
の
こ
と
で

あ
る
。
如
来
蔵
の
自
体
は
平
等
一
味
で
ま
っ
た
く
差
別
の
相
は
な
い
。
そ
こ
を
空
―
―
万
法
の
空
無
な
る
如
来
蔵
と
い
う
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
如
来
蔵
の
自
体
に
は
、
ま
た
不
可
思
議
な
作
用
が
あ
っ
て
一
切
の
法
性
を
具
足
し
て
い
る
か
ら
、
あ
ら

ゆ
る
差
別
の
相
が
あ
る
。
そ
こ
を
万
法
の
不
空
な
る
如
来
蔵
と
い
う
。
け
だ
し
こ
の
如
来
蔵
の
具
有
す
る
差
別
を
無
差
別
の

差
別
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

さ
て
「
体
用
無
二
」
に
つ
い
て
、『
大
乗
止
観
法
門
』
二
に
次
の
よ
う
に
い
う
（
大46-650b

）、

　

今
云
う
体
用
無
二
な
る
者
は
、
衆
塵
の
別
用
を
攬
り
て
泥
団
の
一
体
を
成
す
が
如
き
に
は
非
ず
。
但
だ
世
諦
の
中
の

一
々
の
事
相
即
ち
是
れ
真
諦
の
全
体
な
る
を
以
て
、
故
に
体
用
無
二
と
云
う
。

　

是
の
義
を
以
て
の
故
に
、
若
し
真
諦
の
世
諦
中
の
一
切
の
事
相
を
摂
し
て
尽
く
す
を
得
れ
ば
、
即
ち
世
諦
中
の
一
々

の
事
相
も
亦
た
世
諦
中
の
一
切
の
事
相
を
摂
し
て
皆
な
尽
く
さ
ん
。

　
「
体
用
無
二
」
と
い
う
の
は
要
す
る
に
体
用
「
一
体
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
衆
塵
の
別
々
の
用
を
取
り
ま
と

め
て
泥
団
の
一
体
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
泥
団
は
微
塵
を
一
粒
々
々
に
分
け
て
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る

け
れ
ど
も
、
体
と
用
と
は
そ
の
よ
う
に
別
々
に
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
「
真
諦
」「
世
諦
」
に
つ
い
て
は
左
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

若
し
真
諦
に
約
せ
ば
本
と
衆
相
無
し
。
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若
し
世
諦
に
拠
れ
ば
彼
此
差
別
す
。

体
を
以
て
用
を
作
す
を
ば
名
づ
け
て
世
諦
と
為
す
。（
以
体
作
用
、
名
為
世
諦
）

用
は
全
て
是
れ
体
な
る
を
ば
名
づ
け
て
真
諦
と
為
す
。（
用
全
是
体
、
名
為
真
諦
）（650b

）

若
し
観
門
を
修
せ
ざ
れ
ば
、
即
ち
世
諦
の
縁
起
す
る
所
以
を
知
ら
ず
。

若
し
止
門
を
修
せ
ざ
れ
ば
、
即
ち
真
諦
の
常
寂
た
る
所
以
を
知
ら
ず
。

若
し
観
門
を
修
せ
ざ
れ
ば
、
便
ち
真
即
是
俗
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
。

若
し
止
門
を
修
せ
ざ
れ
ば
、
即
ち
俗
即
是
真
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
。（658b

）

　
「
世
諦
」
は
随
縁
す
る
真
如
の
作
用
つ
ま
り
万
法
を
、「
真
諦
」
は
不
変
で
あ
る
真
如
の
自
体
を
意
味
す
る
よ
う
で
あ
る
。

　
「
体
を
以
て
用
を
作
す
」
と
い
う
の
は
、
随
縁
し
て
万
法
と
成
る
と
き
、
真
如
は
全
体
で
作
用
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
体
用
論
に
お
け
る
基
本
的
な
考
え
で
あ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
（
大46-650c

）。

　

一
心
は
全
体
も
て
唯
だ
一
小
毛
孔
と
作
り
、
復
た
全
体
も
て
能
く
大
城
と
作
る
に
、
心
は
既
に
是
れ
一
に
し
て
大
小

無
し
、
故
に
毛
孔
と
城
と
は
倶
に
全
く
一
心
を
用
い
て
体
と
為
す
。
当
に
知
る
べ
し
、
毛
孔
と
城
と
は
体
融
平
等
な
る

こ
と
を
。

　

若
し
心
体
平
等
の
義
を
以
て
彼
を
望
め
ば
、
即
ち
大
小
の
相
は
本
来
非
有
に
し
て
不
生
不
滅
な
れ
ば
、
唯
一
の
真
心

な
る
の
み
。

　

こ
こ
に
「
一
心
」
と
い
う
の
は
、
宇
宙
論
的
原
理
で
あ
る
「
唯
一
真
心
」
の
こ
と
で
、
仏
性
と
も
真
如
如
来
蔵
と
も
同
義

語
で
あ
る
⒁
。

　

一
心
は
随
縁
し
て
、
全
体
が
一
小
毛
孔
と
も
な
り
、
ま
た
一
大
城
と
も
な
る
が
、
一
心
は
唯
一
で
あ
っ
て
大
小
の
種
類
別

は
な
い
か
ら
、
つ
ま
り
「
大
」
の
一
心
が
大
城
と
な
り
、「
小
」
の
一
心
が
毛
孔
と
な
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
毛
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孔
と
な
る
の
も
大
城
と
な
る
の
も
同
一
の
一
心
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
と
も
に
同
一
の
一
心
全
体
を
用
い
て
自
体
と
す
る
の

で
あ
る
。（
こ
れ
は
一
心
全
体
の
作
用
の
も
た
ら
す
結
果
で
あ
る
）。
す
る
と
毛
孔
と
大
城
と
は
、
自
体
が
融
合
し
た
同
一
存
在

で
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
大
小
の
相
は
本
来
非
有
で
あ
っ
て
、
不
生
不
滅
す
な
わ
ち
空
―
―
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
実
在
す
る
の
は
唯
一
の
真
心
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

此
の
「
唯
一
の
真
心
」
は
前
の
「
空
如
来
蔵
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
同
時
に
不
可
思
議
用
が
あ
っ
て
、
一
切
の

差
別
相
を
具
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。「
今
云
う
」
と
こ
ろ
の
「
世
諦
の
中
の
一
々
の
事
相
」
お
よ
び
「
一
切
の
事

相
」
は
、
こ
の
一
切
の
差
別
相
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

世
諦
万
法
の
中
の
「
一
々
」
の
事
相
が
真
諦
真
如
の
全
体
で
あ
る
の
は
、
真
如
が
全
体
作
用
す
る
結
果
で
あ
っ
た
。
こ
の

事
実
を
前
提
と
し
て
、
真
如
が
万
法
の
中
の
「
一
切
」
の
事
相
を
摂
し
つ
く
す
点
（
不
空
如
来
蔵
）
を
考
え
る
な
ら
ば
、
万

法
中
の
「
一
々
」
の
事
相
も
ま
た
万
法
中
の
「
一
切
」
の
事
相
を
摂
し
つ
く
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

真
如
が
万
法
の
中
の
「
一
切
」
の
事
相
を
摂
し
つ
く
す
と
い
う
の
は
、
不
空
如
来
蔵
の
特
性
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
体
用

論
に
お
い
て
は
、
真
如
が
万
法
の
「
統
体
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
仏
性
論
は
イ
ン
ド
仏
教
も
中
国
仏
教

も
、
い
わ
ゆ
る
「
大
宇
宙
＝
小
宇
宙
」
式
の
考
え
に
し
た
が
う
の
で
あ
る
が
、
真
如
が
「
一
々
の
事
相
の
全
体
」
で
あ
る
と

い
う
の
は
、「
統
体
」
が
大
宇
宙
に
当
る
の
に
対
し
て
、
小
宇
宙
に
当
る
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
大
宇
宙
と
小
宇
宙

と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、「
一
切
」
の
事
相
を
摂
し
つ
く
す
「
統
体
」
と
し
て
の
真
如
が
、「
一
々
」
の
事

相
の
全
体
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
全
体
」
は
「
統
体
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、「
一
々
」
の
事
相
も
ま
た
「
一
々
」
が

「
一
切
」
の
事
相
を
摂
し
つ
く
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
論
理
を
い
ま
問
題
の
十
界
に
当
て
嵌
め
る
な
ら
ば
、
統
体
と
し
て
の
真
如
は
十
界
を
含
容
す
る
と
同
時
に
、
一
々
の
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界
の
全
体
と
し
て
、
一
々
の
界
に
含
容
さ
れ
る
。
つ
ま
り
一
々
の
界
は
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
た
め
に
は
、
十
界
を
含
容
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
一
界
が
そ
の
一
界
で
あ
る
た
め
に
は
、
他
の
九
界
を
必
然
的
に
具
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

な
る
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
「
十
界
互
具
」（『
十
不
二
門
指
要
鈔
』
上
、
大46-707b

）
と
い
う
の
で
あ
る
。「
夫
れ
一
心
に
十

法
界
を
具
し
、
一
法
界
に
又
た
十
法
界
を
具
し
て
百
法
界
な
り
」（『
摩
訶
止
観
』
五
上
）
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　

こ
う
い
う
わ
け
で
、
仏
界
（
善
）
は
必
ず
地
獄
に
い
た
る
ま
で
の
他
の
九
界
（
悪
）
を
具
有
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
地
獄

界
は
必
ず
、
仏
界
に
お
よ
ぶ
ま
で
の
他
の
九
界
を
具
有
す
る
の
で
あ
る
。

善
悪
は
既
に
是
れ
理
性
（
真
如
仏
性
）
に
本
具
な
れ
ば
、
則
ち
断
ず
可
か
ら
ず
。（『
観
音
玄
義
記
』
二
、
大34-905b

）

　

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
性
具
で
あ
り
理
具
で
あ
る
が
、
何
故
で
あ
る
か
と
い
う
理
由
は
述
べ
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
前
の
不
空
如

来
蔵
に
つ
い
て
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
不
可
思
議
で
あ
る
。

　

闡
提
は
性
徳
の
善
を
断
ぜ
ざ
れ
ば
、
縁
に
遇
え
ば
善
は
発
す
。
仏
も
亦
た
性
悪
を
断
ぜ
ざ
れ
ば
、
機
縁
の
激
す
る

所
、
慈
力
の
熏
ず
る
所
、
阿
鼻
に
入
り
て
一
切
の
悪
事
を
同
じ
く
し
て
衆
生
を
化
す
。（『
観
音
玄
義
』
上
、
大34-882a

）

　

闡
提
が
悪
の
代
表
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
る
に
如
来
も
ま
た
性
悪
不
断
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
中
国
的
変
容
を
蒙
っ
た
仏
性
思
想
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
中
国
思
想
と
し
て
は
特
異
な
わ
け
で
は

な
い
。
宋
儒
に
は
「
善
悪
皆
天
理
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

【
注
】

⑴
拙
稿
「
中
国
仏
教
の
仏
性
論
」（『
禅
学
研
究
』
九
三
号
）
参
照
。

⑵
『
観
音
玄
義
記
』
一
に
次
の
よ
う
に
い
う
「
今
、
流
を
挹
み
て
源
を
尋
ぬ
る
に
、
須
ら
く
性
徳
に
し
て
諸
法
生
起
の
本
と
為
る
こ
と
を
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明
ら
む
る
べ
し
」（
大34-895a

）

⑶
『
観
音
玄
義
記
』
一
（
大34-898b

）
参
照
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

⑷
「
図
説
イ
ン
ド
仏
教
の
仏
性
論
」（『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
三
一
号
）

⑸
拙
稿
「
空
性
と
真
如
仏
性
」（『
禅
学
研
究
』
八
三
号
）、「
仏
性
思
想
の
変
遷
―
イ
ン
ド
仏
教
か
ら
中
国
仏
教
へ
―
」（『
禅
文
化
研
究
所

紀
要
』
三
〇
号
）
参
照
。

⑹
中
村
瑞
隆
『
梵
漢
対
照
究
竟
一
乗
宝
性
論
研
究
』。
以
下
『
宝
性
論
』
の
引
用
は
こ
の
本
か
ら
す
る
。

⑺
拙
稿
「
見
性
成
仏
説
と
宝
性
論
」（『
禅
学
研
究
』
七
九
号
）、「
仏
性
の
構
造
」（
同
八
一
号
）、「
空
性
と
真
如
仏
性
」（
同
八
三
号
）
参

照
。

⑻
『
宝
性
論
』
は
三
身
に
つ
い
て
い
う
「
初
は
法
身
如
来
に
し
て
、
第
二
は
色
身
仏
な
り
。
譬
え
ば
虚
空
中
に
一
切
の
色
身
有
る
が
如
く
、

初
の
仏
身
中
に
於
い
て
［
有
る
こ
と
］
最
後
身
も
亦
た
爾
り
」（
一
七
二
頁
）。

⑼
『
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
』（
大9-392b
）。「
大
宗
を
正
説
す
れ
ば
実
相
に
過
ぎ
ず
。
実
相
は
秖
だ
是
れ
常
住
の
仏
性
な
る
の
み
」（『
法
華

文
句
記
』
十
中
、
大34-348c

）。

⑽
こ
の
文
章
は
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
。

　
　
　

仏
な
る
者
は
是
れ
其
れ
中
国
（
イ
ン
ド
）
の
言
に
し
て
、
此
に
翻
じ
て
覚
と
名
づ
く
。
妄
を
返
し
て
真
に
契
い
、
実
を
悟
れ
ば
覚

　

と
名
づ
く
。
仏
を
挙
げ
て
性
を
樹
つ
。
故
に
仏
な
る
こ
と
を
明
ら
む
る
な
り
。

　
「
挙
仏
樹
性
、
故
明
仏
也
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
解
り
に
く
い
。「
仏
全
体
を
あ
げ
て
性
と
い
う
概
念
を
立
て
る
の
だ
か
ら
、
仏
性
と
は
仏

そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
読
ん
で
も
良
い
か
ど
う
か
。

⑾
注
⑴
に
挙
げ
た
論
文
参
照
。
吉
蔵
は
、
こ
の
点
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
（『
勝
鬘
経
宝
窟
』
十
四
、十
五
）。

⑿
『
宝
性
論
』
は
、
転
依
は
二
智
を
因
と
す
る
と
い
う
。「
二
種
の
出
世
間
の
無
分
別
智
と
そ
の
後
得
智
と
が
、
離
繋
果
と
名
づ
け
ら
れ
る
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転
依
の
因
で
あ
る
」（
一
六
一
頁
）。「
転
依
の
な
す
は
た
ら
き
と
は
、
要
す
る
に
二
智
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
解
脱
身
の
成
就
と
法
身
の

清
浄
化
で
あ
る
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」（
一
六
三
頁
）。
最
後
の
と
こ
ろ
の
漢
訳
は
「
満
足
解
脱
身
、
清
浄
真
法
身
」
と
す
る
。

⒀
『
大
乗
止
観
法
門
』
は
、
自
性
清
浄
身
、
真
如
、
仏
性
、
法
身
、
如
来
蔵
、
法
性
を
ま
と
め
て
一
心
と
呼
ぶ
（
大46-642a

）。
こ
れ
は

中
国
化
し
た
仏
性
論
の
特
徴
で
あ
る
。

⒁
前
注
を
見
よ
。

【
補
注
】

　
『
宝
性
論
』
は
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
第
九
章
三
七
偈
を
引
い
て
い
う
（
一
三
九
頁
二
二
行
）、

一
切
衆
生
に
無
差
別
で
あ
る
け
れ
ど
も
（
つ
ま
り
衆
生
身
中
に
在
っ
て
煩
悩
に
覆
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
）、
真
如
は
、
す
で
に
清
浄

さ
に
到
来
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
（tathatā śuddhim

 āgatā

）、
如
来
の
当
体
（tathāgatatva

）
で
あ
る
。
だ
か
ら
一
切
衆
生

は
如
来
を
蔵
す
る
も
の
（
如
来
蔵
）
で
あ
る
。

　
「
清
浄
さ
に
到
来
し
て
い
る
」「
真
如
」
が
「
如
来
の
当
体
」
で
あ
る
と
、
語
源
解
釈
も
含
ん
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
如
来
の
当
体
」
と

は
、「
如
来
の
自
性
（svabhāva

）
で
あ
る
仏
体
（buddhatva

）
―
―
覚
体
と
も
訳
さ
れ
る
―
―
」
の
こ
と
で
、「
遍
在
者
（sarvatra-

gatatva

）」
で
あ
る
と
さ
れ
る
（『
大
乗
荘
厳
経
論
』
レ
ヴ
ィ
本
三
六
頁
）。
こ
の
場
合
に
は
如
来
法
身
を
意
味
す
る
（
拙
稿
「
仏
性
思
想

の
変
遷
」
参
照
）。
で
は
そ
の
真
如
そ
の
も
の
は
何
か
と
い
え
ば
、
自
性
清
浄
心
（citta-prakr

・ti-prabhāsvaratā

）（『
宝
性
論
』
二
五

頁
な
ど
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
心
性
で
あ
り
、
心
真
如
（citta-tathatā

）（『
荘
厳
経
論
』
八
八
頁
）
で
あ
る
。

　

ま
た
『
楞
伽
経
』
に
い
う
（
一
八
段
、
梵
本
六
七
頁
）、

そ
の
う
ち
円
成
実
自
性
と
は
な
に
か
。
す
な
わ
ち
相
分
と
名
と
事
の
相
の
分
別
と
は
無
縁
の
、
聖
智
所
趣
の
趣
で
あ
り
、
自
覚
聖
智

の
行
境
で
あ
る
と
こ
ろ
の
真
如
が
、
円
成
実
自
性
で
あ
り
、
如
来
蔵
の
核
心
（tathāgata-garbha-hr

・daya

）
で
あ
る
。




