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如
来
蔵
思
想
と
は
何
か

常
盤
　
義
伸

一
『
楞
伽
経
』
と
『
如
来
蔵
経
』

二
「
如
来
蔵
」
の
語
の
由
来

三
『
仏
華
厳
経
入
法
界
品
』
と
『
勝
鬘
経
』
と
の
「
如
来
蔵
」

四
『
如
来
蔵
経
』
の
「
如
来
蔵
」

五  

大
乗
『
大
般
泥
洹
経
』
の
「
如
来
蔵
」

六
『
宝
性
論
』
に
お
け
る
「
如
来
蔵
」
理
解

七
『
宝
性
論
』
の
『
如
来
蔵
経
』
解
釈

八
『
大
乗
起
信
論
』
の
「
如
来
蔵
」

一
『
楞
伽
経
』
と
『
如
来
蔵
経
』

「
如
来
蔵
（
如
来
を
蔵
す
る
も
の
）」
の
原
梵
語tathāgatagarbha
（
如
来
を
産
む
母
胎
）
が
「
衆
生
」
を
指
す
言
葉
だ
と
い

う
こ
と
は
、
こ
の
語
の
定
義
と
し
て
研
究
者
の
間
で
は
充
分
了
解
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
は
、
仏
教
史
上
こ

の
語
を
紹
介
し
た
最
初
期
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
『
如
来
蔵
経
』
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
も
、
研
究
者
の
間
に
共
通
し
て
見
ら
れ
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る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
そ
の
先
に
あ
る
。「
如
来
」tathāgata

と
は
、
生
老
病
死
に
苦
し
む
「
衆
生
」sattva

が
自

己
と
世
界
と
の
如
実
の
相
、
真
如tathatā

と
し
て
の
不
生
不
死
を
悟
っ
た
覚
者buddha

ブ
ッ
ダ
、
す
な
わ
ち
如
の
到
来
、

と
解
さ
れ
る
が
、「
如
来
蔵
」
の
語
は
、
衆
生
が
そ
の
目
覚
め
て
い
な
い
本
来
の
あ
り
方
と
し
て
の
如
来
そ
の
も
の
だ
、
あ

る
い
は
、
そ
こ
ま
で
言
わ
な
く
て
も
、
少
な
く
と
も
、
如
来
の
本
性
を
衆
生
自
身
の
中
に
隠
し
持
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す

る
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
仏
教
思
想
と
し
て
は
ど
う
い
う
根
拠
に
立
っ
て
言
う
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
呈
せ
ら
れ
て
来
る
。

こ
の
疑
問
は
、
実
際
に
仏
教
史
上
に
現
れ
て
い
る
。
紀
元
四
三
五
年
に
イ
ン
ド
僧
グ
ナ
バ
ド
ラ
が
ラ
ン
カ
ー
か
ら
中

国
に
齎
し
四
四
三
年
に
漢
訳
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
四
巻
本
『
楞
伽
経
』
の
巻
二
冒
頭
に
、
次
の
問
答
が
見
ら
れ
る
。
拙
訳

（『
ラ
ン
カ
ー
に
入
る
―
す
べ
て
の
ブ
ッ
ダ
の
教
え
の
核
心
―
』〈
禅
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
八
年 

第
38
段
〉
で
そ
れ
を
紹
介

す
る
。

さ
て
そ
こ
で
マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
・
ボ
サ
ツ
大
士
は
、
世
尊
に
こ
う
言
っ
た
、「
世
尊
は
経
文
の
中
で
如
来
の
母
胎
の
こ

と
を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
世
尊
は
、
如
来
の
母
胎
と
は[

如
来
の
法
性
の
こ
と
と
し
て]

衆
生

の
本
来
の
清
浄
さ
を
言
う
と
さ
れ
、
そ
れ
が
如
来
の
三
十
二
相
を
具
え
た
ま
ま
す
べ
て
の
衆
生
の
肉
体
に
隠
れ
て
あ
る

様
子
は
、
あ
た
か
も
極
め
て
貴
重
で
高
価
な
宝
石
が
汚
れ
た
衣
類
に
包
ま
れ
て
あ
る
か
の
よ
う
に
五
蘊
十
二
処
十
八
界

に
包
ま
れ
て
あ
り
、
欲
望
と
憎
し
み
と
無
知
と
虚
妄
な
妄
想
の
垢
に
汚
さ
れ
て
あ
る
、
し
か
も
平
常
で
安
定
し
て
至
福

で
恒
常
だ
と
諸
仏
が
説
か
れ
て
い
る
、
と
さ
れ
ま
す
。
世
尊
よ
、
こ
の
如
来
の
母
胎
と
い
う
こ
と
は
異
教
の
自
我
論
と

ど
う
し
て
同
類
で
は
な
い
の
で
す
か
。
異
教
者
た
ち
も
、
常
住
の
創
造
者
が
属
性
を
離
れ
て
遍
在
で
不
滅
だ
と
い
う
自

我
論
の
教
説
を
表
明
し
ま
す
」
と
。

世
尊
が
言
わ
れ
た
、「
私
が
説
く
如
来
の
母
胎
は
異
教
者
の
説
く
自
我
と
同
類
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く



3

禅文化研究所紀要 第35号（令和3年5月）

て
、
如
来
た
ち
は
空
・
無
相
・
無
願
、
真
如
、
真
実
際
、
法
性
、
法
身
、
涅
槃
、
無
自
性
、
不
生
、
不
滅
、
本
来
寂

静
、
本
来
涅
槃
な
ど
の
語
の
意
味
を
も
つ
如
来
の
母
胎
と
い
う
教
説
を
作
っ
て
い
る
の
で
す
。
如
来
・
応
供
・
正
覚
者

た
ち
は
、
無
知
な
人
々
に
対
し
て
、
彼
ら
が
恐
れ
る
無
我
と
い
う
語
を
避
け
る
た
め
に
、
妄
想
を
離
れ
現
象
に
捉
わ
れ

な
い
境
地
を
如
来
の
母
胎
と
い
う
教
説
で
示
す
の
で
す
。
未
来
と
現
在
と
の
ボ
サ
ツ
大
士
た
ち
は
、
こ
の
教
え
に
つ
い

て
不
滅
の
霊
魂
的
な
自
我
説
と
し
て
捉
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
陶
芸
家
は
、
極
微
の
集
ま
り
で
あ
る
一
塊
の
粘
土
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
の
容
器
を
手
と
技
術
と
木
片
と
水
、
轆

轤
、
紐
、
そ
し
て
大
変
な
労
力
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
り
出
し
ま
す
。
同
様
に
如
来
た
ち
は
何
ら
か
の
特
徴
を

持
つ
も
の
が
無
我
で
あ
る
こ
と
、
あ
ら
ゆ
る
分
別
の
特
徴
を
離
れ
て
い
る
こ
と
を
、
空
性
を
知
る
智
慧
、
空
慧
、
と
方

便
に
巧
み
な
こ
と
が
合
わ
さ
っ
て
、
時
に
は
如
来
の
母
胎
説
に
よ
り
、
時
に
は
無
我
説
に
よ
っ
て
、
陶
芸
家
の
よ
う
に

さ
ま
ざ
ま
の
同
義
の
語
や
比
喩
を
用
い
て
示
し
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
如
来
の
母
胎
の
教
説
が
異
教
の
自
我
論
と
同
類
で
あ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
如
来
の
母
胎
と
い
う
教
説
と
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
す
。

自
我
説
に
捉
わ
れ
て
い
る
異
教
者
た
ち
の
関
心
を
ひ
き
つ
け
る
た
め
に
如
来
た
ち
は
、
如
来
の
母
胎
の
教
説
で
も
っ

て
宣
言
し
ま
す
、
あ
あ
、
ど
う
す
れ
ば
虚
妄
な
自
我
を
分
別
す
る
固
定
し
た
見
解
に
陥
っ
た
人
た
ち
が
空
、
無
相
、
無

願
の
三
解
脱
の
領
域
に
属
す
る
考
え
方
に
達
し
て
速
や
か
に
無
上
の
正
覚
を
得
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
、
と
。
こ
の

目
的
を
も
っ
て
如
来
・
応
供
・
正
覚
者
た
ち
は
如
来
の
母
胎
と
い
う
教
説
を
作
る
の
で
す
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
こ
れ
は

異
教
の
自
我
論
と
同
類
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
異
教
の
固
定
し
た
見
解
が
終
息
す
る
た
め
に
君
は
如
来
の
母
胎
の

無
我
説
に
徹
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。」

そ
も
そ
も
「
如
来
の
母
胎
」
の
語
の
由
来
は
何
か
。
こ
の
質
問
者
が
言
及
す
る
教
説
の
出
典
は
、
紛
れ
も
な
く
『
如
来
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蔵
経
』
で
あ
る
。
そ
れ
の
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
は
漢
訳
二
点
（
ブ
ッ
ダ
バ
ド
ラ
四
二
〇
年
訳
と
ア
モ
ー
ガ
ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
＝
不
空

〈
七
〇
五
～
七
七
四
年
〉
訳
）
と
（
八
世
紀
末
の
）
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
と
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
バ
ド
ラ
の
漢
訳
（
大
正
蔵
十
六
、
六
六

六
番
）
で
そ
の
「
如
来
蔵
」
の
語
の
由
来
を
確
か
め
て
み
る
。

大
正
蔵
の
一
頁
三
段
、
全
体
で
四
頁
十
一
段
と
い
う
短
い
こ
の
経
の
終
わ
り
三
段
に
そ
の
由
来
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

世
尊
が
金
剛
慧
ボ
サ
ツ
に
言
う
。
過
去
久
遠
無
量
劫
に
常
放
光
明
王
と
い
う
名
の
如
来
が
お
ら
れ
た
。
何
故
そ
の
名
が
あ
っ

た
か
。
こ
の
ブ
ッ
ダ
が
ボ
サ
ツ
の
時
、
神
々
の
世
界
か
ら
人
間
界
に
降
り
て
こ
ら
れ
、
母
胎
に
入
っ
て
（
降
神
母
胎
）
常
に

光
明
を
放
た
れ
、
そ
の
光
は
十
方
の
世
界
に
徹
し
て
照
ら
し
た
。
そ
の
光
を
見
た
も
の
は
す
べ
て
歓
喜
し
、
長
く
悪
道
を
離

れ
た
。
こ
の
ボ
サ
ツ
が
母
胎
に
い
る
間
（
処
胎
）
も
母
胎
を
出
て
誕
生
（
出
生
）
し
た
時
も
、
な
い
し
は
ブ
ッ
ダ
と
な
ら
れ

た
時
、
涅
槃
に
入
ら
れ
た
時
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
そ
の
お
骨
を
収
め
た
塔
廟
か
ら
さ
え
も
、
常
に
光
を
放
た
れ
た
。
そ
れ

で
世
人
は
こ
の
ブ
ッ
ダ
を
常
放
光
明
王
と
お
呼
び
し
た
の
だ
。
こ
の
方
が
初
め
て
ブ
ッ
ダ
と
な
ら
れ
た
時
、
無
辺
光
と
い
う

名
の
ボ
サ
ツ
が
進
み
出
て
「
如
来
蔵
」
の
教
え
（「
如
来
蔵
経
」）
の
内
容
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
す
べ
て
の
ボ
サ
ツ
た
ち
の
修

行
に
役
立
つ
こ
と
を
考
え
て
、
無
数
の
比
喩
か
ら
な
る
如
来
蔵
大
乗
経
典
を
説
か
れ
た
。
一
座
を
終
え
る
の
に
五
十
大
劫
の

時
間
を
か
け
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
の
質
問
者
、
無
辺
光
ボ
サ
ツ
こ
そ
は
誰
あ
ろ
う
、
こ
の
私
な
の
だ
、
と
。

二
「
如
来
蔵
」
の
語
の
由
来

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
ボ
サ
ツ
の
「
降
神
母
胎
」
あ
る
い
は
「
処
胎
」「
出
生
」
な
ど
の
語
は
、
我
々
に

例
え
ば
『
普
曜
経
』（
大
正
蔵
三
、
一
八
六
番
、
竺
法
護
〈
二
三
九
～
三
一
六
年
〉
訳
）
の
初
め
に
延
々
と
シ
ャ
カ
ム
ニ
の
出

生
の
由
来
を
述
べ
る
箇
所
を
思
い
浮
か
べ
さ
せ
て
く
れ
る
。
シ
ャ
カ
ム
ニ
は
今
生
以
前
、
ト
ソ
ツ
天
と
い
う
神
々
の
世
界
に

ボ
サ
ツ
と
し
て
住
し
、
あ
ら
ゆ
る
ブ
ッ
ダ
の
法
蔵
を
悟
り
自
在
の
境
地
に
あ
り
、
さ
ら
に
人
間
の
世
界
に
入
っ
て
自
他
の
救
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い
を
実
現
し
た
い
と
決
意
し
、
神
々
に
別
れ
の
説
法
を
し
た
後
、
シ
ャ
カ
族
の
王
妃
、
マ
ー
ヤ
ー
を
母
と
し
て
選
び
、
神
々

の
世
界
か
ら
降
っ
て
夫
人
の
胎
に
入
っ
た
（
降
神
処
於
母
胎
）。
夫
人
は
夢
に
六
本
の
牙
の
白
象
が
胎
内
に
入
る
の
を
見
、

今
ま
で
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
思
い
で
身
心
の
安
穏
を
覚
え
た
。
胎
内
の
ボ
サ
ツ
は
集
ま
っ
て
き
た
神
々
に
無
言

の
説
法
を
片
手
の
指
で
行
い
（
挙
一
手
指
）、
喜
ば
せ
た
、
な
ど
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
ボ
サ
ツ
が
在
胎
十
箇
月
で
出
生
し

た
七
日
後
に
夫
人
は
命
を
終
え
て
ト
ー
リ
天
と
い
う
神
々
の
世
界
に
昇
っ
た
と
さ
れ
る
。

以
上
に
略
述
し
た
『
普
曜
経
』
の
初
め
の
箇
所
の
内
容
か
ら
、
我
々
は
「
如
来
蔵
」
の
語
の
由
来
を
的
確
に
読
み
取
る

こ
と
が
出
来
る
。
如
来
の
母
胎
と
は
、
ボ
サ
ツ
と
し
て
の
如
来
を
胎
内
に
宿
し
た
マ
ー
ヤ
ー
に
代
表
さ
れ
る
衆
生
を
指
す
。

衆
生
の
胎
内
に
宿
っ
た
こ
の
「
ボ
サ
ツ
と
し
て
の
如
来
」
は
、
生
物
学
的
に
は
胎
児
だ
が
そ
の
境
涯
は
如
来
で
あ
る
ボ
サ
ツ

と
解
さ
れ
て
い
る
。
如
来
の
母
胎
で
あ
る
衆
生
は
、
そ
の
限
り
で
は
衆
生
で
あ
っ
て
衆
生
で
は
な
い
、
同
じ
く
ボ
サ
ツ
で
あ

る
。「
如
来
蔵
」
の
語
の
本
義
は
こ
の
後
者
、
衆
生
で
は
な
い
衆
生
を
指
す
。
し
か
し
『
如
来
蔵
経
』
は
、
衆
生
の
胎
内
に

宿
っ
た
ボ
サ
ツ
と
し
て
の
如
来
、
な
い
し
衆
生
の
な
か
に
隠
さ
れ
て
い
る
如
来
の
本
性
こ
そ
が
「
如
来
蔵
」
の
本
義
だ
と
主

張
す
る
一
方
で
、
胎
の
役
割
を
果
た
す
衆
生
の
存
在
意
義
を
認
め
る
こ
と
に
は
極
め
て
消
極
的
、
否
定
的
で
あ
る
。
そ
の
詳

細
は
後
で
触
れ
る
。

こ
の
『
如
来
蔵
経
』
の
考
え
方
へ
の
批
判
に
言
及
す
る
『
楞
伽
経
』
の
如
来
蔵
理
解
は
、
こ
れ
と
は
極
め
て
対
蹠
的
に
、

如
来
の
た
め
の
胎
の
役
割
を
果
た
す
衆
生
に
積
極
的
な
意
義
付
け
を
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
四
巻
本
『
楞
伽
経
』
巻
四

（
拙
訳
第
１
1
２
段
）
に
次
の
説
明
が
あ
る
。

（
質
問
）「
世
尊
よ
、
お
教
え
願
い
ま
す
、
五
蘊
・
十
二
処
・
十
八
界
と
い
う
人
間
存
在
の
構
成
要
素
の
集
ま
り
が
生

滅
し
ま
す
が
、
自
己
が
存
在
し
な
い
の
に
何
が
生
じ
滅
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
無
知
者
た
ち
は
生
じ
滅
す
る
こ
と
を
頼
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り
に
し
て
生
滅
の
苦
を
除
く
こ
と
を
必
要
と
も
思
わ
ず
、
従
っ
て
苦
の
滅
で
あ
る
涅
槃
の
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
。」

（
答
え
）「
如
来
の
母
胎
が
、
善
と
不
善
と
の
因
と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
趣
（
進
入
す
る
存
在
の
様
態
）
の
生
命
を
出
生

す
る
も
の
と
し
て
、
舞
台
上
の
演
技
者
の
よ
う
に
諸
趣
の
危
機
的
状
況
の
中
に
現
れ
ま
す
。
自
身
は
自
己
と
自
己
の
所

有
と
い
う
こ
と
を
離
れ
て
い
る
の
に
悟
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
無
知
と
欲
望
と
業
と
の
三
縁
が
具
体
化
し
た
生
老

病
死
と
し
て
現
れ
ま
す
。
異
教
者
た
ち
は
悟
ら
ず
に
こ
れ
を
創
造
の
因
と
す
る
考
え
に
固
執
し
ま
す
。
そ
れ
は
無
始
時

来
の
さ
ま
ざ
ま
に
拡
充
す
る
幻
想
の
粗
悪
な
習
性
を
も
つ
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
呼
ば
れ
、
無
明
の
住
地
に
生
ず
る
七
識
と
と

も
に
あ
り
、
大
海
の
波
浪
の
よ
う
に
常
恒
で
中
絶
す
る
こ
と
の
な
い
当
体
と
し
て
、
無
常
の
過
失
を
離
れ
て
い
ま
す

が
、
自
我
を
宇
宙
生
成
の
根
本
と
す
る
主
張
と
は
関
わ
り
が
な
く
、
本
性
は
徹
底
し
て
無
垢
清
浄
で
す
。」

「
如
来
の
母
胎
の
名
で
呼
ば
れ
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
が
働
き
を
止
め
そ
の
本
来
の
在
り
方
に
転
じ
な
い
限
り
、
現
に
働
い

て
い
る
七
識
が
消
滅
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
理
由
は
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
因
と
し
対
象
と
し
て
七
識

が
働
く
か
ら
で
す
。」

「
も
し
も
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
呼
ば
れ
る
如
来
の
母
胎
が
な
い
と
仮
定
す
れ
ば
、
生
も
滅
も
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か

し
生
と
滅
と
は
、
無
知
者
と
聖
者
と
の
両
方
に
あ
る
の
で
す
。
修
行
者
は
、
自
内
証
の
聖
智
の
境
涯
で
あ
る
現
在
の
安

楽
に
住
し
な
が
ら
方
便
と
し
て
の
重
荷[

で
あ
る
生
滅]
を
捨
て
ま
せ
ん
。
こ
の
、
如
来
の
母
胎
・
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
い

う
境
界
は
、
声
聞
・
独
覚
の
憶
測
か
ら
な
る
見
解
を
も
つ
も
の
に
は
、
本
来
清
浄
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
不
浄
で
あ
る
か

の
よ
う
に
偶
来
の
煩
悩
に
汚
さ
れ
た
も
の
と
し
て
彼
ら
に
は
見
え
ま
す
が
、
如
来
た
ち
に
は
全
く
違
い
ま
す
。
如
来
た
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ち
に
は
、
掌
中
の
ア
ー
マ
ラ
カ
果
実
の
よ
う
に
現
前
の
境
界
で
あ
る
の
で
す
。」

引
用
文
中
、
如
来
の
母
胎
と
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
が
別
物
で
は
な
く
、
呼
び
名
が
違
う
だ
け
だ
と
す
る
こ
と
は
読
む
も
の
に

違
和
感
を
与
え
る
が
、『
楞
伽
経
』
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
不
自
然
な
こ
と
は
全
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
は

衆
生
性
そ
の
も
の
を
表
す
あ
り
方
で
あ
り
、
時
に
は
「
対
象
と
見
ら
れ
る
も
の
は
自
心
に
他
な
ら
な
い
」
と
い
う
と
き
の

「
自
心
」
の
語
で
も
表
さ
れ
る
、
現
実
の
根
本
的
な
概
念
で
あ
る
。
そ
う
い
う
、
い
わ
ば
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
本
来
の
あ
り
方
で

あ
る
「
如
来
の
母
胎
」
の
語
を
「
ア
ー
ラ
ヤ
識
」
の
代
わ
り
に
用
い
た
と
こ
ろ
に
、
本
経
の
特
別
の
意
図
が
看
取
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
異
教
の
一
つ
、
サ
ー
ン
キ
ャ
思
想
の
身
心
二
元
論
へ
の
批
判
で
あ
る
。

彼
ら
の
聖
典
『
サ
ー
ン
キ
ャ
・
カ
ー
リ
カ
ー
』
に
よ
る
と
、
純
粋
知
を
意
味
す
る
男
性
原
理
プ
ル
シ
ャ
と
原
自
然
を
意

味
す
る
女
性
原
理
プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
と
が
お
互
い
に
相
反
す
る
意
図
の
下
に
共
同
作
業
を
す
る
中
か
ら
迷
妄
の
世
界
が
展
開
す

る
が
、
プ
ル
シ
ャ
が
プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
を
離
れ
て
独
立
す
る
こ
と
で
目
的
の
解
脱
を
果
た
す
一
方
で
、
プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
は
迷
妄

世
界
展
開
の
作
業
を
別
の
プ
ル
シ
ャ
と
共
に
繰
り
返
す
、
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
楞
伽
経
』
が
如
来
の
母
胎
と
ア
ー

ラ
ヤ
識
と
が
別
物
で
は
な
く
呼
び
名
が
違
う
だ
け
だ
と
す
る
の
は
、
一
方
が
他
方
を
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
と
す
る
こ
と
、
違
い

は
覚
の
現
前
・
不
現
前
に
あ
る
こ
と
、
を
意
味
す
る
。
如
来
の
母
胎
が
現
前
し
て
い
な
い
と
き
は
、
煩
悩
と
業
と
の
も
と
と

し
て
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
、
つ
ま
り
衆
生
が
自
心
の
本
来
に
目
覚
め
て
い
な
い
と
き
で
あ
り
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
が
ア
ー
ラ
ヤ
識
で
な

い
と
き
は
、
如
来
の
母
胎
が
現
前
し
、
衆
生
が
自
心
の
本
来
に
目
覚
め
て
い
る
と
き
、
で
あ
る
。
両
者
は
、
サ
ー
ン
キ
ャ
派

の
二
原
理
の
よ
う
に
は
別
物
で
な
く
、
従
っ
て
、
一
方
が
他
方
か
ら
離
れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
一
体
で
あ
る
。

こ
こ
で
働
く
覚
と
は
、
空
性
の
覚
で
あ
る
。『
楞
伽
経
』
の
ブ
ッ
ダ
が
『
如
来
蔵
経
』
の
如
来
蔵
思
想
を
批
判
す
る
要
点
も
、

こ
こ
に
あ
る
。
如
来
の
母
胎
が
現
前
す
る
と
き
に
「
如
来
の
母
胎
・
そ
の
核
心
」
と
い
う
特
別
の
表
現
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
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あ
る
。
そ
の
と
き
そ
れ
は
、
三
種
の
自
性
の
第
三
、
真
実
性
を
指
す
。

三
『
仏
華
厳
経
入
法
界
品
』
と
『
勝
鬘
経
』
の
「
如
来
蔵
」

『
楞
伽
経
』
の
如
来
の
母
胎
は
、
サ
ー
ン
キ
ャ
思
想
の
こ
の
女
性
原
理
プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
と
対
比
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
本
来
の
あ
り
方
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
そ
の
も
の
の
別
名
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
先
の
『
如
来
蔵
経
』
の
場
合
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
だ
が
、
そ
の
違
い
は
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う

に
、
文
字
通
り
「
如
来
の
母
胎
」
で
あ
っ
た
マ
ー
ヤ
ー
夫
人
の
役
割
を
重
視
す
る
所
に
あ
る
。『
楞
伽
経
』
巻
四
か
ら
の
先

ほ
ど
の
引
用
文
の
少
し
後
に
挙
げ
ら
れ
る
四
偈
の
う
ち
の
最
初
の
偈
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

如
来
た
ち
を
産
む
胎
が
、
七
識
と
結
び
つ
い
て
生
ず
る
の
は
二
の
把
握
の
故
で
、
そ
れ
が
止
む
の
は
了
知
し
た
と
き

の
こ
と
。（
第
52
偈
）

こ
の
偈
の
冒
頭garbhas tathāgatānāṃ
は
単
数
主
格
の
「
胎
」
を
複
数
属
格
の
「
如
来
た
ち
の
」
が
修
飾
す
る
形
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
表
現
を
端
的
に
示
す
の
が
、『
仏
華
厳
経
』
入
法
界
品
の
マ
ー
ヤ
ー
夫
人
の
項
で
あ
る
。
大
正
蔵
九
、

二
七
八
番
、
ブ
ッ
ダ
バ
ド
ラ
訳
に
よ
っ
て
、
梵
本Vaidya– ed.G

aṇḍavyūhasūtram
,1960

と
そ
の
日
本
語
訳
、
梶
山
雄
一
監

修
、『
さ
と
り
へ
の
遍
歴
』
下
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
し
て
、
要
点
だ
け
を
略
述
す
る
。

ボ
サ
ツ
の
行
を
学
び
ボ
サ
ツ
の
道
を
修
す
る
仕
方
を
求
め
て
遍
歴
す
る
な
か
で
青
年
ス
ダ
ナ
（
善
財
）
は
、
ト
ー
リ
天
か

ら
姿
を
現
し
た
マ
ー
ヤ
ー
夫
人
に
会
い
、
そ
の
こ
と
を
訊
ね
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
夫
人
は
こ
う
応
え
た
。
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私
は
超
自
然
的
な
智
力
を
得
た
い
と
い
う
大
願
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
シ
ャ
カ
如
来
の
母
と
な
っ
た
の

で
す
。
私
は
、
人
間
世
界
の
カ
ピ
ラ
城
シ
ュ
ッ
ド
ー
ダ
ナ
王
宮
で
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
太
子
を
生
み
ま
し
た
。
ボ
サ
ツ
が
ト

ソ
ツ
天
で
の
命
を
終
え
、
人
間
世
界
に
降
り
て
来
ら
れ
た
の
で
す
。
現
在
・
過
去
の
十
方
の
無
量
無
辺
の
ブ
ッ
ダ
た
ち

が
ボ
サ
ツ
と
し
て
の
最
後
の
生
を
迎
え
る
時
の
母
と
な
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
は
私
の
誓
願
で
あ
っ
た
の
で
す
。
実
際
私

は
、
現
・
賢
劫
に
現
れ
こ
の
世
界
に
お
い
て
正
覚
者
・
ブ
ッ
ダ
と
な
ら
れ
る
す
べ
て
方
々
の
母
と
な
っ
た
の
で
す
。
私

の
誓
願
は
そ
こ
ま
で
で
す
。
勝
れ
た
ボ
サ
ツ
方
が
自
ら
大
悲
の
母
胎
を
具
え
、
衆
生
を
教
化
す
る
心
に
飽
き
る
こ
と
な

く
、
自
在
の
真
理
を
悟
り
身
体
中
に
ブ
ッ
ダ
の
自
在
な
神
力
を
発
揮
さ
れ
る
勝
れ
た
行
為
が
ど
の
よ
う
に
し
て
出
来
る

よ
う
に
な
る
か
は
、
私
の
知
る
能
力
を
超
え
て
い
ま
す
、
と
。

こ
の
最
後
に
挙
げ
た
言
葉
の
意
味
は
、
私
に
は
当
初
分
か
り
に
く
か
っ
た
が
、
今
は
こ
う
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分

は
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
太
子
の
出
生
を
通
し
て
過
去
・
現
在
の
す
べ
て
の
ブ
ッ
ダ
の
母
と
な
る
こ
と
が
出
来
た
。
出
生
か
ら
七
日

の
短
命
で
終
わ
っ
た
自
分
は
、
ブ
ッ
ダ
の
母
で
あ
っ
た
と
い
う
功
徳
の
お
か
げ
で
死
後
ト
ー
リ
天
に
住
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
ブ
ッ
ダ
の
母
で
あ
る
こ
と
は
大
悲
の
母
胎
を
具
え
た
ボ
サ
ツ
の
行
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
自
分
は
短
命
で
、
衆
生
を

教
化
す
る
こ
と
に
飽
き
る
こ
と
な
く
努
め
る
ボ
サ
ツ
の
行
と
道
と
を
究
め
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
ボ
サ
ツ
の
行
と
道
と

を
お
訊
ね
の
あ
な
た
に
私
が
お
教
え
で
き
る
こ
と
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
、
と
。
ト
ー
リ
天
の
マ
ー
ヤ
ー
夫
人
の
こ
の
思
い
を

受
け
継
い
で
そ
れ
を
見
事
に
体
現
す
る
女
性
が
現
れ
た
。
そ
れ
が
、
許
し
を
得
て
ブ
ッ
ダ
の
前
で
如
来
蔵
の
真
理
を
獅
子
吼

し
た
と
さ
れ
る
シ
ュ
リ
ー
・
マ
ー
ラ
ー
（
勝
鬘
）
夫
人
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。（
現
代
語
版　

高
崎
直
道
訳
『
勝
鬘
経
』、『
大

乗
仏
典
12
如
来
蔵
系
経
典
』〈
中
央
公
論
社
、
一
九
七
五
年
〉
所
収
）

そ
れ
は
と
も
か
く
、『
楞
伽
経
』
の
ブ
ッ
ダ
が
用
い
た
「
如
来
た
ち
の
母
胎
」
の
語
は
、
死
後
ト
ー
リ
天
に
住
し
た
マ
ー
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ヤ
ー
夫
人
の
言
葉
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
『
仏
華
厳
経
』
入
法
界
品
の
表
現
に
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
。

『
勝
鬘
経
』（
大
正
蔵
十
二
、
三
五
三
番
、
グ
ナ
バ
ド
ラ
四
三
六
年
訳
）
の
如
来
蔵
思
想
は
、『
楞
伽
経
』
で
は
、
ブ
ッ
ダ
が

影
響
を
与
え
て
シ
ュ
リ
ー
・
マ
ー
ラ
ー
夫
人
に
、
如
来
の
境
地
と
同
じ
内
容
の
こ
と
を
説
い
て
も
ら
っ
た
と
ま
で
言
っ
て
い

る
く
ら
い
で
、
そ
の
理
解
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
煩
悩
蔵
」
の
語
が
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
相
当
す
る
も
の
の
よ

う
で
あ
る
。
四
諦
の
第
三
、
苦
滅
は
自
性
清
浄
で
如
来
の
法
身
と
も
言
わ
れ
、
一
切
の
煩
悩
の
殻
、
煩
悩
蔵
を
離
れ
て
い

る
。
如
来
蔵
と
は
、
法
身
が
煩
悩
蔵
と
離
れ
な
い
状
態
と
さ
れ
る
。

こ
の
如
来
蔵
の
実
相
を
知
る
も
の
は
、
如
来
の
空
智
で
あ
る
。
如
来
の
空
智
に
よ
れ
ば
、
煩
悩
に
覆
わ
れ
て
い
る
如
来

蔵
は
煩
悩
を
離
れ
て
い
て
、
煩
悩
は
な
い
。
そ
れ
が
不
可
思
議
な
ブ
ッ
ダ
の
諸
特
性
と
別
で
は
な
い
と
い
う
点
で
、
如
来
蔵

は
空
で
は
な
い
。
同
じ
こ
と
は
生
死
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
生
死
は
如
来
蔵
に
よ
る
。
如
来
蔵
は
生
死
の
真
の

根
拠
で
あ
る
。
生
も
死
も
如
来
蔵
で
あ
る
。
し
か
し
如
来
蔵
に
は
生
も
死
も
な
い
。
如
来
蔵
は
有
為
の
相
を
離
れ
て
い
る
。

如
来
蔵
は
常
住
不
変
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
現
実
の
実
相
を
獅
子
吼
す
る
王
妃
シ
ュ
リ
ー
・
マ
ー
ラ
ー
は
、
し
か
し
「
如
来
の
母
胎
」
の
語
の
由
来
を

説
明
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
人
が
ト
ソ
ツ
天
の
マ
ー
ヤ
ー
夫
人
の
思
い
を
継
承
す
る
か
に
見
え
る

こ
と
に
不
自
然
さ
は
全
く
な
い
。
む
し
ろ
「
如
来
の
母
胎
」
を
説
く
も
の
と
し
て
は
、
彼
女
は
最
高
に
適
切
な
役
割
を
果
た

し
た
と
言
っ
て
よ
い
。

四
『
如
来
蔵
経
』
の
「
如
来
蔵
」

『
如
来
蔵
経
』
の
ブ
ッ
ダ
は
、「
ボ
サ
ツ
処
胎
出
生
」
の
意
義
を
九
種
の
比
喩
で
も
っ
て
説
明
し
、
そ
の
内
容
を
「
如
来

蔵
大
乗
経
典
」
と
称
す
る
。
そ
れ
ら
の
比
喩
に
共
通
し
て
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
、
衆
生
の
煩
悩
の
殻
に
隠
さ
れ
て
い
る
如
来
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の
本
性
、
法
性
、
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
隠
す
衆
生
性
で
あ
る
煩
悩
の
殻
は
捨
て
ら
れ
る
べ
き
余
計
な
も
の
、

と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
漢
訳
で
、
第
一
の
比
喩
で
衆
生
が
そ
う
い
う
捨
て
ら
れ
る
べ
き
煩
悩
の
殻
に
隠
さ
れ
た
如
来
蔵
を
持

つ
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
に
よ
れ
ば
、
如
来
の
法
性
を
も
つ
と
な
っ
て
い
る
。
漢
訳
で
「
如
来
蔵
」
と
い
っ
て

い
る
箇
所
の
ど
こ
に
も
如
来
の
母
胎
と
い
う
理
解
は
見
ら
れ
な
い
。
一
々
の
比
喩
を
要
約
し
て
見
よ
う
。（
現
代
語
版　

高

崎
直
道
訳
『
如
来
蔵
経
』、
上
記
『
如
来
蔵
系
経
典
』
所
収
、
参
照
）

（
１
）
ブ
ッ
ダ
は
成
道
後
十
年
の
一
時
、
王
舎
城
近
く
の
山
中
の
建
物
内
に
い
て
、
聴
衆
を
前
に
し
て
奇
跡
を
見
せ

ら
れ
た
後
、
説
法
さ
れ
た
。
即
ち
、
眼
前
に
無
数
の
蓮
華
が
現
出
し
、
未
開
の
華
中
に
各
々
ブ
ッ
ダ
の
姿
が
あ
り
、
そ

れ
ら
が
空
中
に
一
杯
に
広
が
っ
た
。
一
々
の
華
は
無
量
の
光
を
発
し
て
い
っ
せ
い
に
開
花
し
、
忽
ち
萎
ん
で
、
中
に

ブ
ッ
ダ
の
座
禅
す
る
姿
が
現
れ
た
。
そ
れ
を
見
て
怪
し
む
聴
衆
の
代
表
者
の
質
問
に
答
え
て
な
さ
れ
た
の
が
、
次
の
説

法
で
あ
る
。「
私
は
『
如
来
蔵
』
と
い
う
名
の
教
説
を
紹
介
す
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
場
面
を
見
せ
た
。
私
の
眼
で
見

る
と
、
す
べ
て
の
衆
生
が
自
ら
を
悩
ま
す
貪
欲
、
怒
り
、
無
知
と
い
う
煩
悩
の
只
中
に
如
来
の
智
、
如
来
の
眼
を
も
つ

如
来
が
落
ち
着
い
て
、
動
揺
を
離
れ
て
あ
る
。
そ
れ
は
私
と
同
じ
特
徴
を
持
つ
如
来
の
法
性
だ
。
そ
の
意
味
で
衆
生

に
は
常
に
如
来
の
法
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
諸
法
の
法
性
な
の
だ
、
如
来
が
世
に
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
拘
り
な
い
真
実

な
の
だ
。
し
か
し
如
来
は
世
に
現
れ
て
こ
の
真
実
を
説
く
。
も
し
も
ボ
サ
ツ
が
こ
の
真
実
を
信
じ
て
専
心
に
修
学
す
れ

ば
、
必
ず
解
脱
で
き
て
ブ
ッ
ダ
と
な
り
、
如
来
の
働
き
を
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
。

（
２
）「
蜜
蜂
の
巣
が
樹
に
ぶ
ら
下
が
り
、
無
数
の
蜜
蜂
が
そ
の
巣
を
護
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
蜂
を
取
り
除
い
て
人

が
そ
の
蜜
を
取
る
。
人
々
が
煩
悩
の
殻
に
覆
わ
れ
て
い
る
様
子
は
蜜
蜂
が
巣
を
護
る
の
に
似
る
。
煩
悩
の
真
っ
只
中
に
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如
来
が
座
す
る
の
を
見
て
、
私
は
煩
悩
の
蜂
を
追
い
払
っ
て
如
来
を
清
め
る
た
め
に
、
人
々
に
教
え
を
説
く
。」

（
３
）「
穀
物
の
実
が
籾
殻
に
包
ま
れ
て
い
る
間
は
、
実
が
人
の
食
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
籾
殻
は
取
り

除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
」

（
３
）
は
（
２
）
と
同
じ
趣
向
な
の
で
途
中
か
ら
後
は
省
略
し
た
。
萎
ん
だ
蓮
華
、
蜜
蜂
、
籾
殻
は
そ
れ
ぞ
れ
の
中
身
を

生
み
出
し
た
、
い
わ
ば
母
胎
だ
が
、
そ
れ
ら
は
余
計
な
も
の
排
除
す
べ
き
も
の
、
必
要
な
の
は
中
身
だ
け
、
と
は
余
り
に
も

利
己
的
で
貧
し
い
発
想
で
は
な
い
か
。

（
４
）「
金
塊
が
誤
っ
て
糞
便
の
堆
積
の
中
に
落
と
さ
れ
て
か
ら
何
十
年
も
放
置
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
ま
ま
で
は
人
の

用
に
役
立
た
な
い
の
で
、
何
と
か
し
て
そ
の
汚
物
を
除
い
て
取
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
汚
物
は
煩

悩
で
あ
り
、
金
塊
は
如
来
の
法
性
に
比
せ
ら
れ
る
。」

こ
の
比
喩
の
ど
こ
に
「
如
来
の
母
胎
」
の
意
味
が
あ
る
の
か
。

（
５
）「
貧
者
の
家
の
敷
地
の
下
に
宝
蔵
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
終
わ
る
場
合
に
比
せ
ら
れ
る
の
が
、
衆
生
の
内
に

あ
る
如
来
の
法
蔵
を
知
ら
ず
に
終
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
私
は
ぜ
ひ
衆
生
に
こ
の
大
法
蔵
が
自
身
の
中
に
あ
る
こ
と
を
知

ら
せ
、
衆
生
が
自
ら
そ
の
倉
を
開
い
て
、
人
々
に
如
来
の
法
の
大
施
主
と
な
っ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
れ
で
私
が
ボ
サ
ツ

た
ち
に
説
く
の
だ
、
ブ
ッ
ダ
の
眼
を
以
て
観
れ
ば
、
す
べ
て
の
衆
生
に
は
如
来
の[

法]

蔵
が
あ
る
の
だ
と
。」
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こ
の
箇
所
の
比
喩
と
説
明
と
は
大
乗
の
『
涅
槃
経
』
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
発
想
が
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
そ
こ
に
用
い
ら
れ
る
「
如
来
蔵
」
の
訳
語
は
、
如
来
の
勝
れ
た
法
の
宝
庫
の
意
味
で
あ
る
。

（
６
）「
ア
ー
ム
ラ
樹
の
実
は
、
皮
殻
の
内
部
の
種
が
腐
ら
な
い
か
ぎ
り
、
地
中
に
入
れ
ば
大
樹
に
成
長
す
る
。
同
様

に
、
衆
生
の
煩
悩
の
殻
の
内
に
は
如
来
の
宝
蔵
が
あ
る
。
私
は
ボ
サ
ツ
た
ち
に
そ
の
こ
と
を
説
き
示
し
て
、
果
樹
の
実

が
大
樹
に
な
る
よ
う
に
、
速
や
か
に
無
上
覚
を
成
就
す
る
よ
う
に
願
う
。」

文
中
の
漢
訳
語
「
如
来
の
宝
蔵
」
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
で
は
「
胎
児
と
な
っ
た
如
来
の
法
性
」（
梵
語
に
還
元
す
れ
ば
、

garbhabhūta-tathāgatadharm
atā

）
で
あ
る
。
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
は
こ
の
経
全
体
の
文
脈
を
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
る
。

（
７
）「
例
え
ば
、
純
金
の
仏
像
を
携
え
て
旅
を
す
る
人
が
い
て
、
そ
の
人
が
奪
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
仏
像
を
悪
臭

の
す
る
襤
褸
切
れ
に
包
ん
で
所
持
し
て
い
た
が
、
行
路
で
命
を
終
え
た
た
め
に
仏
像
は
路
上
に
放
置
さ
れ
た
が
悪
臭
の

す
る
襤
褸
切
れ
に
包
ま
れ
て
い
た
た
め
に
誰
に
も
気
付
か
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
襤
褸
切
れ
が
除
か
れ
た
と
き
、
人
々
は

み
な
仏
像
を
尊
敬
の
思
い
で
礼
拝
し
た
、
と
い
う
場
合
を
考
え
る
。
私
は
、
衆
生
が
さ
ま
ざ
ま
の
煩
悩
の
た
め
に
生
死

流
転
を
繰
り
返
す
が
彼
ら
の
内
に
私
と
よ
く
似
た
如
来
の
清
浄
な
身
が
あ
る
の
を
見
る
。
そ
れ
で
私
は
衆
生
に
説
法
し

て
煩
悩
を
除
き
如
来
の
智
を
清
め
る
よ
う
に
さ
せ
る
の
だ
。」

私
の
紹
介
で
は
、
漢
訳
で
「
如
来
の
妙
蔵
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
「
如
来
の
身
」
と
す
る
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
に
従
っ
た
。
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（
８
）「
孤
独
な
女
が
身
分
の
高
い
人
の
子
を
身
ご
も
っ
て
、
ゆ
く
ゆ
く
は
そ
の
子
が
世
界
を
制
覇
す
る
王
者
と
な
る

と
思
わ
れ
る
が
、
当
の
女
は
そ
の
よ
う
な
事
情
を
知
ら
ず
に
自
分
が
惨
め
な
人
間
だ
と
の
思
い
に
終
始
す
る.

。
同
様

に
、
衆
生
は
煩
悩
の
殻
の
中
に
如
来
の
宝
蔵
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
自
分
を
軽
ん
じ
て
い
る
。
私
は
彼
ら
に
自
分
を

卑
下
せ
ず
に
各
自
に
仏
性
の
あ
る
こ
と
を
信
じ
さ
せ
、
自
覚
・
覚
他
の
ブ
ッ
ダ
と
な
る
よ
う
に
促
し
た
い
。」

文
中
の
漢
訳
語
「
如
来
の
宝
蔵
」
と
「
仏
性
」
と
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
か
ら
の
還
元
梵
語
で
はtathāgatagotra

「
如
来
の

種
性
（
如
来
と
な
る
可
能
性
）」
と
な
っ
て
い
る
。

（
９
）「
鋳
型
の
中
の
純
金
の
像
の
場
合
、
外
殻
は
煩
悩
に
喩
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
金
剛
の
智
慧
の
槌
で
叩
き
割
っ
て

衆
生
の
中
に
あ
る
ブ
ッ
ダ
の
身
を
開
く
。」

以
上
に
略
述
し
た
九
喩
で
漢
訳
が
「
如
来
蔵
」
と
な
っ
て
い
て
そ
れ
を
経
の
編
者
が
「
如
来
の
母
胎
」
の
意
味
に
解
し

て
い
る
と
見
ら
れ
る
箇
所
は
な
く
、
す
べ
て
「
如
来
の
法
性
」
の
意
味
に
解
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

五　

大
乗
『
大
般
泥
洹
経
』
の
「
如
来
蔵
」

『
如
来
蔵
経
』
の
九
喩
の
第
五
、
貧
者
の
家
の
敷
地
の
地
下
の
宝
庫
の
喩
を
引
用
す
る
大
乗
の
『
涅
槃
経
』
の
現
存
テ
キ

ス
ト
と
し
て
は
、
漢
訳
二
つ
と
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
と
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
漢
訳
は
、
だ
い
た
い
同
時
期
に
別
々
に
訳
出
さ
れ
た

が
、
一
方
は
他
方
と
同
じ
範
囲
以
上
に
遙
か
に
増
広
さ
れ
た
部
分
を
含
ん
で
い
る
。
即
ち
、
ダ
ル
マ
ク
シ
ェ
ー
マ
四
二
一
年

訳
『
大
般
涅
槃
経
』
四
十
巻
（
大
正
蔵
十
二
、
三
七
四
番
）
と
法
顕
が
ブ
ッ
ダ
バ
ド
ラ
と
四
一
八
年
に
共
訳
し
た
『
大
般
泥
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洹
経
』
六
巻
（
大
正
蔵
十
二
、
三
七
六
番
）
と
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
は
前
者
四
十
巻
本
に
近
い
。
こ
こ
で
は
原
初
の
形

を
も
つ
と
見
ら
れ
る
法
顕
訳
六
巻
本
を
用
い
る
。

六
巻
、
十
八
品
の
第
八
、
四
法
品
に
ブ
ッ
ダ
の
次
の
表
現
が
あ
る
。
拙
訳
で
示
す
（
８
７
０
下
―
８
７
１
上
）。

「
私
は
こ
の
大
涅
槃
に
住
し
て
積
極
的
に
大
事
を
実
現
す
る
。
…
…
涅
槃
の
姿
を
示
し
て
し
か
も
涅
槃
し
て
し
ま
う

こ
と
は
な
い
。
再
び
人
間
世
界
の
五
欲
の
中
に
受
胎
し
て
生
ま
れ
る
姿
を
現
し
、
父
母
た
ち
は
私
を
わ
が
子
と
み
な

す
。
し
か
も
私
は
過
去
無
数
劫
か
ら
こ
の
か
た
愛
欲
は
永
く
尽
き
、
穢
れ
の
な
い
身
、
穢
れ
た
食
事
を
し
な
い
身
、
清

浄
な
法
身
で
、
諸
種
の
生
を
断
っ
て
い
る
が
、
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
方
便
の
智
で
も
っ
て
世
間
に
従
い
、
人
間
世

界
に
生
ま
れ
て
幼
児
の
姿
を
現
し
、
北
に
向
っ
て
七
歩
行
き
、
我
は
天
・
人･

ア
シ
ュ
ラ
た
ち
の
間
で
こ
の
上
な
い
も

の
と
し
て
尊
敬
さ
れ
る
と
宣
言
し
、
歓
喜
、
賛
嘆
し
た
父
母
は
、
私
た
ち
の
息
子
は
こ
の
世
に
未
曾
有
の
存
在
だ
と
言

い
、
人
々
は
奇
特
な
こ
と
よ
と
言
っ
た
が
、
私
は
い
ま
だ
嘗
て
幼
児
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
く
、
無
数
劫
か
ら
こ
の
か
た

赤
子
の
行
動
を
離
れ
て
い
る
。」

上
に
如
来
蔵
思
想
の
由
来
を
辿
っ
て
、
衆
生
の
胎
内
に
宿
っ
た
ボ
サ
ツ
と
し
て
の
如
来
は
単
な
る
胎
児
に
は
止
ま
ら
な

い
と
す
る
発
想
に
出
会
っ
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
徹
底
し
た
一
例
で
あ
る
。
同
じ
四
法
品
の
、
も
う
少
し
あ
と
の
箇
所
に
次
の

発
言
が
あ
る
（
８
７
４
下
）。

「
そ
の
解
脱
が
他
な
ら
ぬ
如
来
な
の
だ
。
諸
々
の
欺
き
・
た
ぶ
ら
か
し
を
離
れ
解
脱
で
あ
る
私
が
入
る
処
が
如
来
の

母
胎
だ
。」
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こ
こ
で
は
、
漢
訳
「
如
来
蔵
」
と
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
原
語tathāgatagarbha

と
が
一
致
し
て
い
る
。

第
十
三
、
如
来
性
品
冒
頭
で
ブ
ッ
ダ
は
『
如
来
蔵
経
』
第
五
喩
を
、
そ
れ
と
は
言
わ
ず
に
展
開
し
て
見
せ
る
。
そ
の
箇

所
（
８
８
３
中
）
の
拙
訳
を
示
す
。

「
真
実
の
自
己
が
如
来
性
な
の
だ
。
こ
れ
が
す
べ
て
の
衆
生
に
あ
る
こ
と
を
知
る
べ
き
だ
が
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
衆

生
の
無
量
の
煩
悩
に
覆
わ
れ
隠
さ
れ
て
い
る
た
め
に
現
前
し
な
い
。
例
え
ば
、
貧
者
の
屋
内
に
貴
重
な
宝
を
納
め
た
倉

が
あ
る
こ
と
を
家
の
主
が
知
ら
な
い
で
い
る
時
に
、
宝
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
を
よ
く
知
る
男
が
そ
の
貧
者
に
、『
お

前
、
こ
の
家
を
出
て
わ
し
の
と
こ
ろ
で
働
か
な
い
か
。
そ
う
す
れ
ば
、
わ
し
は
お
前
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
金
銭

財
宝
を
お
前
に
与
え
て
や
る
』、
と
言
う
。
貧
者
は
言
う
、『
お
ら
は
こ
こ
を
出
て
ゆ
く
わ
け
に
い
か
ん
。
わ
し
の
う
ち

の
ど
こ
か
に
あ
る
宝
の
倉
を
捨
て
る
こ
と
は
で
き
ん
か
ら
』、
と
。
男
は
言
う
、『
お
前
の
智
慧
で
は
宝
の
あ
り
か
は
分

か
ら
ん
。
と
に
か
く
わ
し
の
と
こ
ろ
へ
来
て
働
け
ば
、
お
前
に
使
い
切
れ
な
い
ほ
ど
の
宝
を
与
え
て
や
る
』、
と
。
貧

者
は
承
知
し
た
。
男
が
貧
者
の
屋
内
か
ら
財
宝
を
取
り
出
し
て
与
え
た
と
こ
ろ
、
貧
者
は
歓
喜
し
感
謝
し
て
、
あ
の
人

は
本
当
に
頼
り
に
な
る
人
と
知
っ
た
、
と
い
う
。
衆
生
は
す
べ
て
こ
の
貧
者
と
同
じ
こ
と
。
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ひ
と
り
に

如
来
の
本
性
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
無
量
の
煩
悩
に
覆
い
隠
さ
れ
て
そ
の
こ
と
を
全
く
知
ら
な
い
で
い
る
、
そ
う
い
う

衆
生
を
如
来
は
誘
導
し
開
化
し
て
自
身
に
如
来
の
本
性
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
歓
喜
し
信
受
さ
せ
る
の
だ
。」

私
が
「
如
来
の
本
性
」
と
訳
し
た
漢
訳
「
如
来
性
」
に
対
応
す
る
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
原
梵
語
は
二
語
、tathāgatagarbha; 

buddhadhātu

即
ち
「
如
来
の
母
胎
」
と
「
ブ
ッ
ダ
の
本
性
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
前
者
は
、
こ
の
経
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば

間
違
い
で
、
後
者
、
す
な
わ
ち
「
仏
性
」
と
も
訳
さ
れ
る
方
が
正
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
後
に
続
く
多
く
の
偈
の
な
か
で
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ブ
ッ
ダ
は
、
如
来
性
と
如
来
蔵
と
が
別
で
は
な
く
同
じ
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
漢
訳
テ
キ
ス
ト
は
チ
ベ
ッ

ト
語
訳
と
の
対
応
も
悪
く
分
か
り
に
く
い
が
、
本
経
の
立
場
を
よ
く
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
一
箇
所
を
拙
訳
で
掲
げ

る
（
８
８
６
上
は
じ
め
四
行
八
句
）。

「
良
医
の
適
切
な
処
方
・
治
療
で
人
は
平
等
性
に
落
ち
着
く

そ
の
平
等
性
は
こ
れ
を
如
来
蔵
と
名
付
け
る

如
来
性
を
聞
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
一
切
の
界
を
離
れ

常
住
・
不
変
易
で　

有
に
も
無
に
も
執
着
し
な
い
」

「
平
等
性
」
の
語
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
か
ら
の
還
元
梵
語tattvadhātu

（
真
実
性
）
は
「
如
来
性
」tathāgatadhātu

と
同
義
に

思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
偈
は
『
涅
槃
経
』
の
ブ
ッ
ダ
が
如
来
性
と
如
来
蔵tathāgatagarbha

と
の
同
一
視
と
そ
れ
ら
の
語
に

対
す
る
究
極
の
立
場
を
宣
言
す
る
も
の
だ
と
私
は
解
す
る
。
漢
訳
「
離
於
一
切
界
」
に
対
応
す
る
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
還
元
梵
語

はsarvadhātūn prahāya

「
一
切
の
性
を
捨
て
て
」
で
あ
る
。
界
、
性
な
ど
と
訳
さ
れ
る
梵
語dhātuḥ

は
、「
本
質
的
な
構

成
要
素
」
を
意
味
し
、
そ
れ
を
捨
て
る
、
と
言
う
。

六
『
宝
性
論
』
に
お
け
る
「
如
来
蔵
」
理
解

上
に
紹
介
し
た
『
如
来
蔵
経
』
の
「
九
喩
」
を
本
格
的
に
取
り
上
げ
て
独
自
の
如
来
蔵
思
想
と
い
う
宗
教
論
を
展
開
し

た
テ
キ
ス
ト
が
現
れ
た
。
ラ
ト
ナ
マ
テ
ィ
〈
五
一
一
～
一
五
年
〉
漢
訳
『
究
竟
一
乗
宝
性
論
』（
大
正
三
十
一
、
一
六
一
一

番
）
の
梵
本R

atnagotravibhāga M
ahāyānottaratantraśāstra,ed.by E.H

.Johnston and T.C
how

dhury,Patna,1950.

は
チ
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ベ
ッ
ト
語
訳
と
と
も
に
漢
訳
よ
り
後
代
の
も
の
で
、
原
テ
キ
ス
ト
（
以
下
、『
宝
性
論
』
と
呼
ぶ
）
の
成
立
年
代
は
著
者
名
と

共
に
不
明
だ
が
、
大
乗
の
『
涅
槃
経
』
か
ら
の
引
用
を
含
み
、『
楞
伽
経
』
へ
の
言
及
は
な
く
、『
楞
伽
経
』
に
も
本
論
へ
の

言
及
は
な
い
の
で
、
そ
の
成
立
は
『
楞
伽
経
』
と
同
時
代
、
五
世
紀
の
初
め
、
ま
た
は
そ
の
後
、
と
考
え
て
よ
い
。（
参
照

文
献
：
和
訳
＝
宇
井
伯
寿
著
『
宝
性
論
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
。
梵
文
・
漢
文
テ
キ
ス
ト
＝
中
村
瑞
隆
著
『
梵
漢
対
照

究
竟
一
乗
宝
性
論
研
究
』
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
六
一
年
。
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
＝
中
村
瑞
隆
著
『
蔵
和
対
訳
究
竟
一
乗
宝
性
論
研
究
』

鈴
木
学
術
財
団
、
一
九
六
七
年
。
英
訳　

高
崎
直
道
著A
 Study on the R

atnagotravibhaga( U
ttaratantra)B

eing a Treatise on the 

Tathagatagarbha Theory of M
ahayana B

uddhism
,R

om
a 1966.

）

梵
文
本
論
は
、
中
村
瑞
隆
編
注
の
梵
漢
テ
キ
ス
ト
奇
数
ペ
ー
ジ
と
偈
番
号
に
よ
れ
ば
、
次
の
五
部
か
ら
な
る
（
偶
数
ペ
ー

ジ
は
漢
訳
を
載
せ
る
）。
同
じ
著
者
編
注
の
蔵
和
テ
キ
ス
ト
も
同
じ
構
成
で
あ
る
。

（
１
）
如
来
蔵
品
（p.1~155
）　

偈
１
～
167

（
２
）
菩
提
品
（p.155~173

）　

偈
１
～
73

（
３
）
功
徳
品
（p.173~185

）　

偈
１
～
39

（
４
）
仏
業
品
（p.185~211

）　

偈
１
～
98

（
５
）
賞
讃
品
（p.211~219

）　

偈
１
～
28

以
下
、『
宝
性
論
』
が
自
身
の
中
心
テ
ー
マ
を
提
起
す
る
様
子
を
な
る
べ
く
簡
潔
に
見
て
ゆ
き
た
い
。

「
本
論
全
体
を
解
説
す
る
た
め
に
論
の
初
め
に
提
起
す
る
論
の
骨
組
み
は
七
種
の
金
剛
句
、
ブ
ッ
ダ
、
ダ
ル
マ
、
ガ
ナ
、

ダ
ー
ト
ゥ
、
ボ
ー
デ
ィ
、
グ
ナ
、
ブ
ッ
ダ
カ
ル
マ
で
あ
る
。」（（
１
）
偈
１
）

す
な
わ
ち
仏
、
法
、
僧
、
如
来
の
本
性
、
覚
、
覚
の
特
性
、
覚
者
の
働
き
、
の
七
句
の
こ
と
だ
が
、「
世
尊
は
あ
ら
ゆ
る

現
象
の
平
等
性
を
覚
了
し
て
法
輪
を
巧
み
に
展
開
さ
れ
、
果
て
し
な
い
弟
子
衆
を
教
化
さ
れ
た
」
と
い
う
経
（『
大
集
経
』
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第
一
品
初
め
と
第
二
品
末
と
の
要
略
）
の
表
現
（
大
正
十
三
、
三
九
七
番
）
に
上
の
七
種
の
句
の
う
ち
の
六
句
が
含
ま
れ
て
い

る
と
し
て
（p.5

）、
本
論
は
残
り
の
第
四
句
「
如
来
の
本
性
」
を
「
如
来
蔵
」
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
る
（（
１
）
偈
16
と

そ
の
下
の
説
明
文
、p.27

）。

「[
存
在
が
存
す
る
限
り
の
範
囲]

と
は
、
知
ら
れ
る
限
り
の
範
囲
に
及
ぶ
智
が
す
べ
て
の
衆
生
に
ブ
ッ
ダ
の
智
の
本
性
が

あ
る
の
を
見
抜
く
の
で
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。」（（
１
）
偈
16
）

「
出
世
間
智
で
あ
る
空
慧
（prajṇā

）
は
、
知
ら
れ
る
限
り
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
に
及
ぶ
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
衆
生
に
、
畜

生
に
至
る
ま
で
如
来
蔵
が
あ
る
こ
と
を
見
抜
く
。
こ
の
洞
察
は
ボ
サ
ツ
の
修
行
の
初
地
に
生
ず
る
。
そ
れ
が
遍
在
す
る
と
い

う
仕
方
で
現
象
世
界
を
徹
見
す
る
か
ら
で
あ
る
。」（p.27

）

ブ
ッ
ダ
の
智
の
本
性
、
如
来
の
本
性
は
、
そ
こ
か
ら
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
を
生
ず
る
因
と
し
て
「
種
性
（gotra

）」
と
呼

ば
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
「
有
垢
の
真
如
」
と
し
て
如
来
蔵
と
も
言
わ
れ
る
。

「
有
垢
の
真
如
、
無
垢
の
真
如
、
離
垢
の
ブ
ッ
ダ
の
特
質
、
ブ
ッ
ダ
の
働
き
、
こ
れ
ら
は
勝
義
を
見
る
ブ
ッ
ダ
た
ち
の
知

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
清
浄
な
三
宝
が
生
ま
れ
る
本
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。」（（
１
）
偈
23
）

「
そ
の
う
ち
有
垢
の
真
如
は
、
煩
悩
の
殻
を
離
れ
な
い
真
如
の
こ
と
で
、
そ
れ
が
如
来
蔵
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
無

垢
の
真
如
は
、
ブ
ッ
ダ
の
境
地
に
住
す
る
姿
で
あ
り
、
法
身
（dharm

akāya

）
と
も
言
わ
れ
る
。」（（
１
）
偈
24
下
）

◎
「
如
来
蔵
」
の
意
味

「
先
に
有
垢
の
真
如
に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
は
如
来
蔵
だ
と
言
っ
た
が
、
そ
の
意
味
は
何
か
。

『
ブ
ッ
ダ
の
智
が
衆
生
た
ち
の
中
に
隠
れ
て
あ
る
の
と
、
か
の
無
垢
の
真
如
が
本
来
不
二
で
あ
る
の
と
の
理
由
で
、

ブ
ッ
ダ
の
種
性
に
そ
れ
が
果
と
な
っ
た
時
を
仮
定
し
て
、
す
べ
て
の
人
間
は
如
来
蔵
（
ブ
ッ
ダ
を
胎
児
と
し
て
も
つ
母
胎
）
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だ
と
言
わ
れ
る
。』（（
１
）
偈
27
）

『
す
べ
て
の
人
間
に
ブ
ッ
ダ
の
身
体
が
行
き
亘
っ
て
い
る
か
ら
と
、
真
如
に
差
別
は
な
い
か
ら
と
、
ブ
ッ
ダ
の
種
性
で
あ

る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
す
べ
て
の
人
間
は
常
に
如
来
蔵
だ
。』（（
１
）
偈
28
）

こ
れ
ら
三
つ
の
理
由
の
説
明
は
、
こ
の
後
、
本
論
で
は
『
如
来
蔵
経
』
に
従
っ
て
な
さ
れ
よ
う
。」（p.49)

◎
金
剛
句
第
四
と
第
五
、
六
、
七
句
と
の
関
係

「
覚
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
、
覚
、
覚
の
支
分
、
目
覚
め
さ
せ
る
働
き
は
、
こ
の
順
に
初
句
は
因
、
後
の
三
句
は
因
が
完
全

な
智
に
な
る
た
め
の
縁
で
あ
る
。」(

（
１
）
偈
26
）

本
論
の
第
四
句
に
対
す
る
考
察
は
、
次
の
十
種
の
意
義
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
。

１
．
自
性
。
２
．
因
。
３
．
果
。
４
．
働
き
。
５
．
結
合
。
６
．
有
る
。
７
．
位
。
８
．
遍
在
性
。
９
．
不
変
性
。
10
．

無
差
別
。（（
１
）
偈
29
、
下
）(pp.49,51)

〈
１
．
自
性
、
２
．
因
〉

◎
衆
生
の
な
か
に
隠
れ
て
あ
る
如
来
の
本
性
が
現
前
す
る
に
至
る
た
め
の
四
条
件

「
そ
の
自
性
が
常
に
汚
れ
を
離
れ
て
い
る
こ
と
は
清
浄
な
宝
石
、
虚
空
、
水
の
よ
う
。
そ
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
は
、
覚

の
真
理
へ
の
信
頼( dharm

ādhim
ukti)

、
勝
れ
た
空
慧( adhiprajñā)

、
三
昧( sam

ādhi)

、
慈
悲( karuṇā)

に
よ
る
。」

( (

１)

偈
30
）

◎
如
来
の
本
性
の
特
性

「
そ
れ
は
如
意
宝
珠
の
よ
う
に
思
い
を
実
現
す
る
力
、
虚
空
の
よ
う
に
不
変
異
で
あ
る
こ
と
、
水
の
よ
う
に
潤
い
が
あ
る

こ
と
を
自
性
と
す
る
。」( (

１)

偈
31
）
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「
如
来
の
法
身
に
は
如
意
宝
珠
の
よ
う
な
力
が
あ
る
。
真
如
は
虚
空
の
不
変
異
性
に
似
る
。
如
来
の
種
性
は
衆
生
へ
の
慈

悲
に
お
い
て
水
の
潤
い
に
似
る
。」（
同
下
）

◎
如
来
の
本
性
が
隠
れ
て
現
前
し
な
い
よ
う
に
す
る
障
碍
を
な
す
も
の

「
1
．
覚
の
真
理
へ
の
妨
害
、
２
．
我
見
、
３
．
生
死
の
苦
し
み
へ
の
恐
怖
、
４
．
衆
生
へ
の
潤
い
の
欠
如
が
四
つ
の
障

碍
で
あ
る
。
そ
の
具
体
例
は
、
生
死
の
有
を
欲
求
し
仏
教
者
で
あ
り
な
が
ら
大
乗
の
教
え
を
憎
み
否
定
す
る
イ
ッ
チ
ャ
ン

テ
ィ
カ
。
２
は
、
空
性
を
知
ら
な
い
異
教
者
と
空
性
に
有
見
を
抱
く
仏
教
者
。
３
は
、
声
聞
乗
。
４
は
、
独
覚
乗
。」( (

１)

偈
32
、
下
）

◎
如
来
の
本
性
を
証
得
し
現
前
さ
せ
る
因

「
最
上
乗
へ
の
信
頼
が
種
子( bīja)

、
空
慧
が
ブ
ッ
ダ
の
覚
の
真
理
を
生
む
母( m

ātā)

、
禅
定
の
喜
び
は
母
胎
に
あ
る
こ

と( garbhasthānam
)

、
慈
悲
を
乳
母( dhātrī)

と
し
て
育
て
ら
れ
る
、
息
子
と
し
て
生
ま
れ
た
人
々
こ
そ
は
ム
ニ
た
ち
の

若
い
弟
た
ち
で
あ
る
。」( (

１)

偈
33
、
34
）

こ
こ
に
は
「
如
来
蔵
」
の
語
の
由
来
を
示
す
ブ
ッ
ダ
生
誕
の
奇
跡
を
伝
え
る
語
の
大
乗
的
解
釈
が
あ
る
。

〈
３
．
果
、
４
．
働
き
〉

◎
如
来
の
本
性
が
現
前
す
る
果
、
如
来
の
本
性
の
働
き

「
果
は
、
清
浄
、
自
己
、
楽
、
常
住
の
究
極
を
究
め
る
こ
と( pāram

itā)

で
あ
り
、
働
き
は
、
生
死
の
苦
し
み
に
絶
望
し

て
生
死
を
離
れ
た
寂
静
を
達
成
し
た
い
と
欲
し
深
く
願
う
こ
と
で
あ
る
。」( (

１)

偈
35
）

「
ボ
サ
ツ
が
大
乗
の
覚
の
真
理
へ
の
信
を
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ッ
チ
ャ
ン
テ
ィ
カ
た
ち
が
大
乗
の
教
え
を
妨
げ
生

死
に
抱
く
不
浄
な
喜
び
を
覆
し
清
め
る
。」( (

１)

偈
36
下
）（p.59)

「
空
慧
の
究
極
を
究
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
心
に
自
己
あ
り
と
観
る
他
の
異
教
者
た
ち
が
非
真
実
の
自
己
に
執
し
喜
ぶ
の
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を
覆
し
て
真
の
自
己
の
究
極
を
究
め
る
。」(pp.59,61)

「
生
死
の
苦
し
み
を
恐
れ
る
声
聞
乗
の
人
た
ち
が
生
死
の
苦
の
止
む
こ
と
だ
け
を
喜
ぶ
の
を
覆
し
、
虚
空
が
宝
庫
と
な
る

三
昧
な
ど
を
修
す
る
人
々
が
世
間
・
出
世
間
の
あ
ら
ゆ
る
安
楽
の
極
み
を
究
め
る
こ
と
に
な
る
。」(p.61)

「
衆
生
の
利
益
に
全
く
関
心
を
も
た
な
い
独
覚
乗
の
人
々
が
社
会
と
交
わ
ら
ず
に
い
る
こ
と
を
喜
ぶ
の
を
覆
し
、
大
悲
を

修
す
る
人
々
が
絶
え
間
な
く
常
に
生
死
の
世
界
の
初
め
か
ら
衆
生
に
対
す
る
利
益
を
浄
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
常
住
の

究
極
が
究
め
ら
れ
る
に
至
る
。」(pp.61,63)

「
も
し
も
衆
生
に
ブ
ッ
ダ
の
本
性( buddhadhātuḥ)

が
な
い
と
す
れ
ば
、
生
死
の
苦
に
絶
望
す
る
こ
と
も
、
そ
し
て
涅
槃

を
求
め
強
く
あ
こ
が
れ
て
深
く
願
う
こ
と
も
な
か
ろ
う
。」(p.69)

(

『
勝
鬘
経
』
で
は
こ
の
偈
の
「
ブ
ッ
ダ
の
本
性
」
の
代
わ
り
に
「
如
来
蔵
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。)

〈
５
．
結
合
〉

◎
衆
生
の
内
に
隠
さ
れ
て
あ
る
如
来
の
本
性
は
三
種
の
因
を
伴
う
（（
１
）
偈
42
・
43
下
）

１
．
法
身
の
汚
れ
を
清
め
る
因
＝
大
乗
へ
の
信
頼
を
修
す
る
こ
と

２
．
ブ
ッ
ダ
の
智
を
伴
う
因
＝
空
慧
と
三
昧
と
を
修
す
る
こ
と

３
．
如
来
の
大
悲
が
起
き
る
因
＝
ボ
サ
ツ
の
慈
悲
を
修
す
る
こ
と

◎
如
来
の
本
性
は
三
種
の
果
を
伴
い
光
り
輝
く
（（
１
）
偈
44
下
）

１
．
五
神
通
―
対
立
す
る
黒
闇
を
破
る
こ
と
に
関
わ
る

２
．
漏(

煩
悩)

が
尽
き
た
と
知
る
智
―
業
・
煩
悩
を
徹
底
し
て
焼
き
尽
く
す
こ
と
に
関
わ
る

３
．
漏
の
尽
き
る
こ
と
―
徹
底
し
て
煩
悩
障
の
垢
を
離
れ
、
所
知
障
の
疑
い
が
晴
れ
る
。
二
障
と
も
根
拠
の
な
い
偶
然

性
の
も
の
、
非
本
来
性
の
も
の
と
し
て
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〈
６
．
有
る
〉

◎
如
来
の
本
性
は
衆
生
に
も
有
る

「
凡
夫
と
聖
者
と
ブ
ッ
ダ
と
は
真
如
と
離
れ
て
は
い
な
い
か
ら
、
衆
生
た
ち
に
如
来
の
母
胎
が
あ
る
と
見
真
者
た
ち
は
説

く
。」（（
１
）
偈
45
）

（「
如
来
の
母
胎
」
と
「
如
来
の
本
性
」
と
を
区
別
し
な
い
こ
の
見
真
者
の
説
は
『
如
来
蔵
経
』
を
意
識
す
る
も
の
と
見
て
よ
い
。

本
論
は
初
め
か
ら
そ
の
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。）

「
顛
倒
し
て
い
る
の
は
凡
夫
た
ち
、
そ
れ
の
逆
で
あ
る
か
ら
真
理
を
見
る
も
の
。
如
実
に
無
顛
倒
で
戯
論
を
離
れ
て
い
る

の
は
如
来
た
ち
。」（（
１
）
偈
46
）

「
如
来
の
本
性
が
一
切
の
現
象
の
真
如
と
等
し
く
清
浄
性
を
特
徴
と
す
る
こ
と
は
、
般
若
経
な
ど
、
無
分
別
智
を
教
え
る

経
典
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。」（
同
下
）

(

偈
で
「
如
来
の
母
胎
」
と
言
わ
れ
た
も
の
は
釈
文
中
で
「
如
来
の
本
性
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。）

〈
７
．
位
〉

◎
如
来
の
本
性
は
凡
夫
、
ボ
サ
ツ
、
ブ
ッ
ダ
の
三
位
に
そ
れ
ぞ
れ
別
名
で
知
ら
れ
る
（（
１
）
偈
47
、
48
）

〈
８
．
遍
在
性
〉（（
１
）
偈
49
、
50
）

◎
如
来
の
本
性
は
虚
空
の
よ
う
に
遍
在
し
、
分
別
す
る
こ
と
が
な
い

〈
９
．
不
変
性
〉（（
１
）
偈
51
）

◎
如
来
の
本
性
は
凡
夫
の
過
失
を
偶
来
の
も
の
非
本
来
性
の
も
の
と
し
て
結
び
つ
き
（（
１
）
偈
52
～
65
）、
ボ
サ
ツ
の
徳

と
結
び
つ
き
（（
１
）
偈
66
～
78
）、
ブ
ッ
ダ
の
究
極
性
と
結
び
つ
く
（（
１
）
偈
79
～
83
）
も
の
と
し
て
本
質
は
不
変
で
あ
る

「
心
の
本
来
は
明
浄
で
あ
り
、
虚
空
の
如
く
、
虚
妄
な
分
別
か
ら
生
ず
る
偶
来
の
貪
欲
な
ど
の
垢
に
よ
っ
て
煩
悩
を
被
っ
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て
も
、
決
し
て
変
質
す
る
こ
と
は
な
い
。」（（
１
）
偈
63
）

「
生
と
死
、
病
と
老
と
か
ら
解
脱
し
て
如
来
の
本
性
た
る
自
性
を
誤
り
な
く
知
っ
た
ボ
サ
ツ
た
ち
は
生
な
ど
へ
の
執
着
が

な
い
が
、
世
間
へ
の
慈
悲
が
生
ず
る
の
で
生
な
ど
の
存
在
に
関
わ
っ
て
ゆ
く
。」（（
１
）
偈
66
）

「
こ
の
如
来
の
本
性
は
、
ブ
ッ
ダ
の
境
地
に
あ
っ
て
徹
底
し
て
離
垢
、
清
浄
、
明
浄
な
本
来
性
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。」

( (

１)
偈
82
下
）

〈
10
．
無
差
別
〉

「
こ
の
清
浄
位
に
お
い
て
徹
底
し
た
浄
化
が
究
極
に
達
し
た
如
来
蔵
が
無
差
別
で
あ
る
こ
と
の
偈
。

そ
れ
は
法
身
、
如
来
、
聖
諦
、
第
一
義
の
涅
槃
で
あ
る
。
従
っ
て
ブ
ッ
ダ
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
に
涅
槃
は
存
し
な
い
。

太
陽
と
光
明
と
の
よ
う
に
両
者
の
特
質
は
分
け
ら
れ
な
い
か
ら
。」（（
１
）
偈
84
）

「
要
す
る
に
無
漏
の
法
界
で
あ
る
如
来
蔵
に
四
つ
の
意
味
を
表
す
四
つ
の
名
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ッ
ダ
と
そ
の
特

質
と
は
分
か
ち
得
な
い
。
ブ
ッ
ダ
の
種
性
は
如
に
達
し
て
如
来
と
な
る
。
間
違
い
な
く
稔
り
豊
か
で
本
来
寂
静
で
あ
る
。」

（（
１
）
偈
86
）

七
『
宝
性
論
』
の
『
如
来
蔵
経
』
解
釈

本
論
は
以
上
に
十
項
目
に
分
け
て
考
察
し
た
「
如
来
の
本
性
」
を
、
次
に
そ
れ
が
煩
悩
の
殻
に
隠
さ
れ
た
状
況
か
ら

「
如
来
蔵
」
と
称
す
る
。

「
無
始
時
来
存
在
し
な
が
ら
結
び
つ
く
こ
と
の
な
い
煩
悩
の
殻
と
、
無
始
以
来
存
在
し
て
結
合
し
て
い
る
自
性
の
清
浄
な

法
性
と
に
関
し
て
、
九
種
の
比
喩
で
以
て
無
辺
の
煩
悩
の
殻
に
隠
さ
れ
た
如
来
蔵
と
い
う
も
の
の
こ
と
を
経
典
に
よ
っ
て
理

解
す
べ
き
で
あ
る
。」
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「
萎
ん
だ
蓮
華
の
な
か
に
ブ
ッ
ダ
の
姿
、
蜂
た
ち
の
間
に
蜜
、
籾
の
な
か
に
穀
物
、
汚
物
の
中
に
黄
金
、
地
中
に
宝
庫
、

小
粒
の
実
の
中
に
大
樹
の
芽
、
腐
敗
し
た
布
の
中
に
黄
金
の
仏
像
が
」（（
１
）
偈
96
）

「
低
い
身
分
の
女
の
腹
に
王
者
と
な
る
人
が
、
泥
中
に
ブ
ッ
ダ
の
宝
像
が
あ
る
よ
う
に
、
偶
然
的
な
煩
悩
の
殻
に
覆
わ
れ

た
衆
生
に
こ
の
如
来
の
本
性
が
具
わ
っ
て
い
る
。」(

（
１
）
偈
97
）

「
蓮
華
、
生
き
物
、
籾
殻
、
汚
物
、
地
面
，
臭
布
、
低
い
身
分
の
女
、
苦
悩
の
火
に
焼
か
れ
た
地
界
、
に
似
る
の
が
煩
悩

の
垢
。
ブ
ッ
ダ
の
姿
、
蜜
、
よ
く
詰
ま
っ
た
実
、
黄
金
、
宝
庫
、
イ
ン
ド
イ
チ
ジ
ク
の
樹
、
宝
像
、
イ
ン
ド
世
界
の
支
配

者
、
垢
を
離
れ
た
宝
像
、
に
似
る
の
が
最
高
の
如
来
性
。」（（
１
）
偈
98
）

「
諸
々
の
煩
悩
は
卑
し
む
べ
き
蓮
華
の
萼
に
似
、
如
来
の
本
性
は
そ
の
中
の
ブ
ッ
ダ
の
姿
に
似
る
と
し
て
言
う
、
例
え
ば

変
色
し
た
蓮
華
の
萼
に
囲
ま
れ
た
如
来
の
輝
く
千
の
姿
を
無
垢
の
神
の
眼
を
も
つ
人
が
花
び
ら
の
萼
の
中
か
ら
解
放
す
る
よ

う
な
も
の
。」（（
１
）
偈
99
）

◎
本
論
が
『
如
来
蔵
経
』
の
九
喩
か
ら
導
き
出
す
独
自
の
宗
教
論

〈
１
．
法
身
、
２
．
真
如
、
３
．
如
来
性
〉

「
自
性
は
法
身
、
そ
の
真
如
、
お
よ
び
種
性
で
あ
る
。
即
ち
順
に
三
喩
、
一
喩
、
五
喩
と
知
れ
。」（（
１
）
偈
１
４
４
）

「
即
ち
ブ
ッ
ダ
の
姿
と
蜂
蜜
と
穀
物
の
実
と
の
三
喩
は
ブ
ッ
ダ
の
法
身
そ
の
も
の
と
し
て
如
来
の
本
性
が
理
解
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
黄
金
の
一
喩
は
真
如
そ
の
も
の
と
し
て
の
如
来
の
本
性
。
宝
庫
、
樹
木
、
宝
像
、
イ
ン
ド
世
界
の
支
配
者
、
黄

金
像
の
五
喩
は
ブ
ッ
ダ
の
三
身
を
生
ず
る
種
性
そ
の
も
の
で
あ
る
。」(

同
下)

〈
１
．
法
身
〉

「
以
上
の
三
喩
、
即
ち
蓮
華
中
の
ブ
ッ
ダ
の
姿
、
蜜
蜂
の
巣
の
中
の
蜜
、
穀
物
の
殻
の
中
の
実
は
、
如
来
の
法
身
が
衆
生

界
に
完
全
に
行
き
亘
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
表
す
も
の
だ
と
言
う
こ
と
で
、
一
切
の
衆
生
た
ち
が
皆
如
来
の
母
胎
だ
と
い
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う
こ
と
に
な
る( tathāgatasyem

e garbhāḥ sarvasattvā iti)

。」（（
１
）
偈
１
４
７
下
）

（
宇
井
伯
寿
氏
訳
「
一
切
衆
生
は
如
来
の
こ
の
諸
々
の
胎
児
（
蔵
）
で
あ
る
」。(p.582)

高
崎
直
道
氏
訳
“these, all living beings, are the M

atrix (interio) of the T
ath āgata, ( i.e. the M

atrix in w
hichi 

the Tathāgata penetrates) ʼʼp.286. Footnote 140: 

…
”the com

pound has the sense of ̒
one w

ho is w
ithin the 

Tathāgataʼʼʼ (

常
盤
訳
「
注　

こ
の
複
合
語
は
、
衆
生
は
如
来
の
内
部
に
い
る
も
の
、
と
言
う
意
味
を
表
す
」)

〈
２
．
真
如
〉

「
自
性
が
変
化
で
き
ず
優
れ
て
美
し
く
清
浄
な
の
で
、
黄
金
の
塊
の
喩
が
真
如
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
た
。」（（
１
）
偈
１
４
８
）

「
こ
の
よ
う
に
一
個
の
黄
金
の
喩
が
真
如
の
遍
満
性
を
示
す
と
す
れ
ば
、
真
如
は
こ
の
一
切
の
衆
生
に
と
っ
て
は
胎
児

と
し
て
の
如
来
の
ま
ま
（
即
ち
自
身
が
如
来
の
母
胎
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
ま
ま
だ
）
と
い
う
こ
と
に
な
る( tathāgatas 

tathatāiṣā ṃ
 garbhaḥ sarvasattvānām

 iti)

。」(

同
下)

「
如
性
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
対
し
て
無
差
別
で
は
あ
る
が
、
清
浄
に
な
っ
た
と
き
は
（
そ
れ
が
）
如
来
た
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
そ
れ
故
に
、
身
体
あ
る
も
の
す
べ
て
は
そ
れ(

如
来
性
を
産
み
出
す
と
こ
ろ)

の
胎
蔵
で
あ
る
。」（
同
下
引
用
偈
）

（『
大
乗
荘
厳
経
論
』
第
９
章
第
37
偈
、
長
尾
雅
人
訳
）

（『『
大
乗
荘
厳
経
論
』
和
訳
と
註
解　

長
尾
雅
人
研
究
ノ
ー
ト
１
』
長
尾
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
三
月
。
同
偈
下
注
「
こ
の
偈
に
は

甚
だ
疑
惑
が
多
く
、
い
わ
ゆ
る
如
来
蔵
思
想
の
興
起
に
応
じ
て
何
人
か
が
こ
れ
を
付
加
し
た
と
考
え
る
の
が
最
も
妥
当
な
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。」）

〈
３
．
如
来
性
〉

「
残
り
の
五
喩
、
即
ち
地
下
の
宝
庫
、
地
中
の
果
実
、
悪
臭
の
す
る
襤
褸
切
れ
に
包
ま
れ
て
路
上
に
捨
て
ら
れ
た
宝
像
、

低
い
身
分
の
女
が
懐
胎
す
る
世
界
の
支
配
者
の
胎
児
、
焼
か
れ
る
前
の
泥
土
中
の
金
像
は
、
ブ
ッ
ダ
の
三
身
が
生
ず
る
因
と
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し
て
の
如
来
性
の
意
味
を
持
つ
。
一
身
は
清
浄
な
自
性
身
、
次
の
二
身
は
、
受
用
身
と
化
身
と
で
あ
る
。」( (

１)

偈
１
４

９
～
１
５
２)

「
こ
の
よ
う
に
五
喩
は
衆
生
の
中
の
ブ
ッ
ダ
と
な
る
因
と
し
て
の
本
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
、
こ
れ

ら
の
一
切
の
衆
生
を
そ
の
母
胎
と
す
る
も
の
が
如
来
の
本
性
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る( tathāgatadhātur eṣāṃ

 garbhaḥ 

sarvasattvānām
 iti)

。」（
同
下
）

「
如
来
で
あ
る
こ
と
と
は
、
三
種
の
仏
身
と
し
て
展
開
し
た
と
い
う
こ
と
。
従
っ
て
如
来
の
本
性
と
は
三
種
の
仏
身
を

得
る
た
め
の
因
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
本
性
と
は
因
と
い
う
意
味
だ
。
従
っ
て
、
こ
う
言
わ
れ
た
わ
け
で
あ

る
。
一
人
ひ
と
り
の
衆
生
に
如
来
の
本
性
が
現
れ
て
胎
児
と
し
て
存
在
す
る
が
、
か
れ
ら
衆
生
は
そ
の
こ
と
を
悟
ら
な
い 

( sattve sattve tathāgatadhātur utpanno garbhagtaḥ saṃ
vidyate na ca te sattvā budhyanta iti)

、
と
。」(

同
下)

「
こ
う
も
言
わ
れ
て
い
る
。
本
来
の
性
は
無
始
時
の
も
の
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
拠
り
所
。
そ
れ
が
あ
る
と
き
一
切
の

生
死
の
趣
が
あ
り
、
さ
ら
に
涅
槃
の
証
得
も
あ
る( anādikāliko dhātuḥ sarvadharm

asam
āśrayaḥ/tasm

in sati gatiḥ sarvā 

nirvāṇādhigam
o`pi ca //)

、
と
。」(

同
下
引
用
偈)

最
後
の
引
用
偈
は
無
着
の
『
摂
大
乗
論
』
本
文
初
め
に
由
来
す
る
も
の
。
そ
の
「
性
」
は
『
宝
性
論
』
で
は
「
如
来
の

本
性
」、『
摂
大
乗
論
』
で
は
「
ア
ー
ラ
ヤ
識
」。

『
宝
性
論
』
の
如
来
蔵
思
想
の
本
質
的
な
特
徴
は
以
上
の
考
察
で
明
ら
か
に
な
っ
た
と
私
は
考
え
る
。
即
ち
そ
れ
は
、

『
宝
性
論
』
自
身
が
設
定
す
る
よ
う
に
凡
夫
、
ボ
サ
ツ
、
ブ
ッ
ダ
の
三
位
の
う
ち
凡
夫
の
位
に
お
い
て
他
の
二
位
に
お
け
る

と
同
様
に
「
如
来
の
本
性
」
が
「
有
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
力
を
尽
く
し
、『
如
来
蔵
経
』
の
単
純
な
九
喩
の

議
論
を
自
性
の
三
要
素
、
法
身
・
真
如
・
如
来
性
に
分
け
て
組
織
化
し
、
経
末
に
言
及
さ
れ
る
「
降
神
処
胎
」
の
神
話
に
戻
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し
て
如
来
蔵
の
定
義
を
試
み
る
と
い
う
緻
密
な
宗
教
論
に
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
度
な
学
術
上
の
水
準
を
誇
示
し

た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
基
本
的
に
は
『
宝
性
論
』
は
、『
如
来
蔵
経
』
の
如
来
蔵
の
有
的
理
解
の
延
長
線
上
に
あ

る
。

八
『
大
乗
起
信
論
』
の
「
如
来
蔵
」

六
世
紀
半
ば
に
招
か
れ
て
中
国
・
梁
に
来
て
ま
も
な
く
戦
乱
の
渦
中
に
置
か
れ
た
パ
ラ
マ
ー
ル
タ
・
真
諦
三
蔵
が
難
を

避
け
て
旅
す
る
途
上
、
伴
侶
の
衆
僧
と
護
衛
の
役
人
た
ち
に
請
わ
れ
て
行
っ
た
講
義
か
ら
作
ら
れ
た
『
大
乗
起
信
論
』
が
紹

介
す
る
如
来
蔵
思
想
は
、『
宝
性
論
』
の
そ
れ
ら
三
位
の
別
は
承
知
し
な
が
ら
、
一
つ
の
「
衆
生
心
」
に
よ
っ
て
大
乗
の
意

味
を
明
ら
か
に
す
る
な
か
で
、『
宝
性
論
』
と
は
対
蹠
的
に
、
衆
生
心
そ
の
も
の
の
中
で
い
か
に
も
生
き
て
働
く
真
如
と
い

う
も
の
を
感
得
さ
せ
る
全
く
趣
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
世
親
造
・
真
諦
訳
『
仏
性
論
』
の
存
在
は
、『
大
乗
起
信
論
』
が

『
宝
性
論
』
の
内
容
を
知
悉
し
た
真
諦
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。（『
起
信
論
』
が
「
馬
鳴
菩
薩
造
」
真
諦

訳
と
さ
れ
る
の
は
、『
仏
性
論
』
が
「
天
親
菩
薩
造
」
真
諦
訳
と
さ
れ
る
の
と
同
工
異
曲
で
あ
り
、
と
も
に
真
諦
自
身
の
考
え
に
由

来
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
と
も
に
後
代
の
読
者
に
余
計
な
誤
解
を
与
え
る
行
為
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
り
わ

け
「
馬
鳴
菩
薩
造
」
の
方
は
、
時
代
錯
誤
の
問
題
を
は
ら
む
だ
け
に
、
本
論
を
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
思
想
を
代
表
す
る
究
極
の
論
書

と
し
て
中
国
社
会
に
紹
介
し
た
と
思
わ
れ
る
真
諦
の
意
図
に
反
し
て
、
逆
効
果
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
り
、
残
念
で
あ
る
。）

（『
仏
性
論
』
に
は
、『
宝
性
論
』
の
ご
自
身
に
よ
る
優
れ
た
研
究
成
果
を
縦
横
に
駆
使
し
た
高
崎
直
道
氏
の
解
説
が
あ
る
。『
新

国
訳
大
蔵
経　

論
集
部
２　

仏
性
論
・
大
乗
起
信
論
（
旧
・
新
二
訳
）』
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）

『
大
乗
起
信
論
』（
大
正
三
十
二
、
一
六
六
六
番
）
が
冒
頭
の
帰
敬
偈
に
、
ブ
ッ
ダ
、
ダ
ル
マ
、
ガ
ナ
の
三
宝
に
帰
依
し
、
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人
々
に
疑
い
を
除
き
邪
執
を
捨
て
て
大
乗
の
正
信
を
起
こ
し
て
も
ら
う
こ
と
を
願
っ
た
の
と
同
趣
旨
の
表
現
は
『
宝
性
論
』

に
も
見
ら
れ
、
論
中
に
共
通
す
る
引
用
語
や
術
語
を
用
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
く
、
そ
の
た
め
に
現
代
の
『
起
信
論
』
研
究

書
に
は
そ
の
解
説
に
『
宝
性
論
』
を
参
考
に
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
「
如
来
蔵
」
の
理
解
に

は
、
こ
れ
は
注
意
を
要
す
る
。
こ
の
点
を
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
私
の
意
訳
を
通
し
て
見
て
ゆ
き
た
い
。

『
起
信
論
』
は
先
ず
、
大
乗
の
中
心
概
念
「
衆
生
心
」
が
世
間
と
出
世
間
と
の
両
方
の
真
理
を
含
み
そ
れ
に
よ
っ
て
大
乗

の
意
味
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
心
の
真
如
こ
そ
は
大
乗
の
主
体
で
あ
り
、
こ
の
心
の
生
滅
の
因

縁
が
大
乗
の
主
体
の
特
徴
を
示
す
こ
と
が
出
来
る
か
ら
だ
、
と
。
そ
こ
で
、
大
乗
の
意
味
内
容
と
は
、
優
れ
た
主
体
で
あ
る

心
の
真
如
が
一
切
の
現
象
の
平
等
で
増
減
が
な
い
と
い
う
真
如
で
も
あ
る
こ
と
、
こ
の
真
如
が
無
量
の
功
徳
を
具
え
て
如
来

蔵
と
言
わ
れ
る
優
れ
た
特
徴
を
持
つ
こ
と
、
そ
こ
か
ら
一
切
の
世
間
・
出
世
間
の
善
の
因
果
を
生
ず
る
優
れ
た
働
き
を
も
つ

こ
と
、
な
ぜ
な
ら
こ
れ
こ
そ
一
切
の
ブ
ッ
ダ
の
乗
り
物
で
あ
り
一
切
の
ボ
サ
ツ
が
如
来
の
境
地
に
達
す
る
乗
り
物
だ
か
ら

だ
、
と
。(

５
７
５
下)

こ
こ
で
「
如
来
蔵
」
は
衆
生
心
の
真
如
が
無
量
の
功
徳
を
具
え
て
い
る
こ
と
だ
と
定
義
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も

こ
の
定
義
が
こ
の
後
も
一
貫
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
即
ち
、
衆
生
心
の
真
如
は
不
生
で
不

滅
、
い
か
な
る
対
象
性
を
も
離
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
現
象
は
も
と
も
と
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
対
象
性
、
そ
れ

が
不
生
だ
不
滅
だ
と
表
現
す
る
可
能
性
を
も
離
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
真
如
の
あ
り
方
自
体
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
点

で
一
切
の
現
象
は
み
な
真
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
そ
れ
が
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
一
切
の
現
象

が
同
じ
く
如
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
切
の
現
象
が
言
葉
で
表
す
こ
と
も
心
で
思
う
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
真
如
な
の
だ
、
と
。

し
か
し
、
言
葉
で
分
別
す
る
立
場
か
ら
言
え
ば
、
究
極
的
に
真
実
を
表
現
す
る
点
で
真
如
は
如
実
空
で
あ
る
。
同
時
に

そ
れ
自
体
に
無
漏
の
功
徳
を
具
え
て
い
る
点
で
真
如
は
如
実
不
空
で
あ
る
（
５
７
６
上
）。
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こ
の
後
、
不
生
不
滅
の
如
来
蔵
が
生
滅
の
根
拠
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
即
ち
、
如
来
蔵
を
拠
り
所
と
し
て
生
滅
の

心
が
あ
る
、
と
。
生
滅
の
心
は
一
切
の
現
象
が
生
滅
を
離
れ
て
い
る
こ
と
に
無
自
覚
だ
か
ら
起
る
の
で
、
そ
れ
が
起
る
こ
と

は
実
は
不
生
不
滅
で
あ
る
真
如
の
自
覚
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
、
不
生
不
滅
の
真
如
の
覚
が
な
い
と
こ
ろ
に
不
覚
で
あ

る
生
滅
が
起
る
こ
と
を
、
本
論
は
「
不
生
不
滅
と
生
滅
と
が
和
合
し
て
一
体
で
も
別
々
で
も
な
い
」
と
、
謎
め
い
た
言
い
方

を
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
称
し
、
そ
し
て
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
覚
と
不
覚
と
が
あ
る
、
と
言
う
。
そ
の
覚
は
、
思
い

を
離
れ
、
虚
空
に
等
し
く
、
如
来
の
平
等
を
究
め
た
法
身
と
し
て
本
覚
、
始
覚
に
対
し
て
本
来
の
覚
だ
と
。
そ
し
て
前
と
同

じ
表
現
、
本
覚
に
依
っ
て
不
覚
が
あ
る
と
言
い
、
し
か
し
そ
こ
、
先
に
言
う
「
和
合
」、
に
留
ま
ら
ず
、
不
覚
に
依
っ
て
始

覚
が
あ
る
と
言
う
。（
同
中
）

そ
の
「
和
合
」
は
ど
う
し
て
破
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
「
不
覚
」
が
「
覚
」
と
離
れ
た
別
物
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

不
覚
は
「
本
覚
が
汚
染
に
随
っ
て
い
る
姿
」
で
あ
り
、「
智
が
汚
染
を
浄
化
す
る
姿
」「
不
思
議
な
働
き
の
姿
」
で
あ
る
。
不

覚
・
無
明
の
姿
は
覚
の
本
性
を
離
れ
ず
、
そ
の
限
り
で
は
そ
れ
は
破
壊
で
き
な
い
も
の
だ
が
、
本
来
の
も
の
で
は
な
く
、
真

に
破
壊
で
き
な
い
も
の
は
覚
の
智
性
で
あ
る
。
本
覚
の
「
不
思
議
な
働
き
の
姿
」
は
「
智
の
浄
化
す
る
姿
」
に
依
っ
て
あ
ら

ゆ
る
優
れ
た
境
界
を
作
り
出
し
、
こ
う
し
て
無
量
の
功
徳
の
姿
が
絶
え
る
こ
と
な
く
続
き
、
人
々
の
能
力
に
自
然
に
応
じ
て

さ
ま
ざ
ま
に
利
益
を
齎
す
、
と
言
う
。（
同
下
）

ま
た
言
う
、
真
如
自
体
の
姿
は
凡
夫
、
声
聞
、
縁
覚
、
ボ
サ
ツ
、
ブ
ッ
ダ
と
い
う
す
べ
て
の
区
別
に
お
い
て
増
減
が
な

く
、
過
去
に
生
じ
た
の
で
な
く
、
未
来
に
滅
す
る
の
で
な
く
、
徹
底
し
て
常
恒
で
、
本
来
あ
ら
ゆ
る
功
徳
を
満
た
し
、
優
れ

た
智
慧
の
光
明
が
あ
り
、
現
象
世
界
を
遍
く
照
ら
し
、
真
実
を
識
知
し
、
自
性
清
浄
な
心
で
あ
り
、
常
住
・
安
楽
・
自
己
・

清
浄
で
あ
り
、
清
涼
不
変
自
在
で
あ
る
な
ど
、
思
議
を
越
え
た
無
数
の
覚
の
内
容
を
具
え
て
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
、
そ
れ

で
こ
れ
を
如
来
蔵
と
も
名
付
け
、
如
来
の
法
身
と
も
名
付
け
る
、
と
言
う
。（
５
７
９
上
）
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「
邪
執
を
斥
け
る
」
と
い
う
項
目
の
下
で
本
論
が
如
来
蔵
に
対
す
る
誤
っ
た
見
解
を
指
摘
し
て
訂
正
す
る
姿
勢
を
見
る

と
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
以
上
に
考
察
し
て
き
た
本
論
の
立
場
を
確
認
す
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。（
５
８
０
上
）

『
起
信
論
』
の
「
如
来
蔵
」
は
、
そ
れ
が
一
方
で
「
真
如
・
如
来
法
身
」
と
さ
れ
他
方
で
「
ア
ー
ラ
ヤ
識
」
と
同
一
視
さ

れ
る
点
で
明
ら
か
に
『
楞
伽
経
』
の
理
解
を
受
け
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
遡
っ
て
は
『
仏
華
厳
経
入
法
界
品
』
の
「
大
悲
の

母
胎
」
に
辿
り
つ
く
理
解
を
示
す
も
の
と
私
は
考
え
る
。
真
諦
訳
『
仏
性
論
』
は
、
高
崎
直
道
氏
の
詳
細
な
ご
研
究
で
明
ら

か
な
よ
う
に
、
訳
者
が
『
宝
性
論
』
の
論
理
に
三
性
説
を
加
え
る
な
ど
し
て
、「
世
親
造
」
の
大
乗
の
一
論
書
と
し
て
敬
意

を
も
っ
て
紹
介
す
る
姿
勢
を
示
し
た
も
の
だ
が
、
例
え
ば
そ
の
如
来
蔵
説
に
訳
者
・
真
諦
が
そ
の
ま
ま
同
調
し
た
と
は
見
え

な
い
。
む
し
ろ
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
た
め
に
訳
出
し
、
大
乗
論
と
し
て
必
要
な
再
編
を
試
み
た
、
と
見
る
べ
き
で
は
な
い

か
。『
起
信
論
』
造
論
の
意
図
が
、
広
大
な
論
の
文
の
多
さ
を
煩
わ
し
く
思
い
、
要
点
を
少
な
い
文
に
捉
え
て
し
か
も
そ
こ

に
含
ま
れ
る
豊
か
な
内
容
か
ら
充
分
な
理
解
が
で
き
る
こ
と
を
心
に
願
う
人
に
応
え
る
こ
と
に
あ
る
と
し
、
目
的
が
如
来
の

根
本
の
義
を
誤
り
な
く
解
釈
し
て
能
力
の
あ
る
人
を
大
乗
の
真
理
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
、
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
な
い
人
々

に
も
大
乗
の
信
を
修
す
る
よ
う
に
案
内
す
る
と
い
う
実
践
的
な
表
現
で
終
始
し
、
い
か
に
も
『
究
竟
一
乗
宝
性[

分
別]

論
』
の
存
在
を
意
識
し
た
様
子
が
そ
こ
に
窺
わ
れ
る
。
論
主
が
題
名
を
「
大
乗
に
信
を
起
こ
す
論
」
と
し
た
と
こ
ろ
に
も
、

力
点
の
置
き
所
の
違
い
が
鮮
明
で
あ
る
。 

 
 

 
  　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
二
〇
二
〇
年
五
月
十
八
日
）

付
言二

〇
一
八
年
七
月
三
十
日
に
本
研
究
所
か
ら
発
行
し
て
い
た
だ
い
た
研
究
報
告
『
大
乗
仏
教
経
典
・
楞
伽
経
四
巻
本
・

ラ
ン
カ
ー
に
入
る
―
―
す
べ
て
の
ブ
ッ
ダ
の
教
え
の
核
心
―
―
復
元
梵
文
原
典
・
日
本
語
訳
と
研
究
』
初
版
本
に
、
八
月
初

め
、
急
遽
梵
文
と
日
本
語
訳
と
の
正
誤
表
（p.1

）
を
添
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
同
年
九
月
、
正
誤
表
続
を
作
成
し
て
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発
表
の
機
会
を
待
っ
て
お
り
ま
し
た
。
今
回
、
拙
稿
発
表
の
折
に
こ
れ
ら
二
つ
の
正
誤
表
を
一
つ
に
ま
と
め
て
発
表
す
る
便

宜
を
図
っ
て
い
た
だ
き
喜
ん
で
お
り
ま
す
。
な
お
、
本
研
究
所
紀
要
前
号
、
第
三
十
四
号
所
載
の
拙
稿
「
宝
経
と
し
て
の

『
楞
伽
経
』」
で
、
漢
訳
四
巻
本
が
「
宝
経
」
の
名
で
呼
ば
れ
た
理
由
を
尋
ね
て
パ
ー
リ
本
『
ラ
タ
ナ
・
ス
ッ
タ
』
の
内
容
を

検
討
し
た
上
で
『
楞
伽
経
』
梵
本
も
「
ラ
ト
ナ
・
ス
ー
ト
ラ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
、
と
論
じ
ま
し
た
が
、

今
は
、「
宝
経
」
の
名
は
飽
く
ま
で
第
三
者
に
よ
る
敬
称
で
あ
る
べ
き
だ
と
し
て
、
改
称
の
考
え
を
放
棄
し
た
こ
と
を
付
言

し
ま
す
。
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ャ
カ
ム
ニ
が
ラ
ン
カ
ー
の
地
に
出
む
い
て
一
切
の
ブ
ッ
ダ
の
教
え
の
核
心
を
説
い
た
と
胸
を
張
っ

て
主
張
す
る
経
典
製
作
者
が
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
教
え
を
「
宝
経
」
と
持
ち
上
げ
る
必
要
は
な
い
、
こ
れ
は
飽
く
ま
で
漢
訳
者
が

原
典
に
敬
意
を
こ
め
て
添
え
た
形
容
語
だ
と
私
は
考
え
る
に
到
り
ま
し
た
。


