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仏
性
の
構
造

古

賀

英

彦

捏
葉
経
に
次

の
よ
う
に
い
う
。

(西
蔵

語
訳
北
京
版
大
蔵
経

31
冊

一
八
五
頁
五
葉
六
行
、
大
般
浬
葉
経
巻
七
、
大
12
-四
〇
四

c
、

泥
沮
経
・巻
四
、

一
八
八

一
b
)。

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
々
の
身
中
に
満
ち

て
い
て
、

一
切
衆
生
は
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
を
断
尽
し
お
わ

っ
て
作
仏
す
る
が
、

一
閾
提
は
除
く
、
と
。

如

来
蔵
経
が
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
次
に
引
用
す
る
く
だ
り
に
尽
き
る
で
あ
ろ
う
。

善
男
子
よ
、
我
れ
仏
眼
を
以
て

一
切
衆
生
を
観
る
に
、
貧
欲
悉
痴
、
諸
の
煩
悩
中
に
、
如
来
智
あ
り
、
如
来
眼
あ
る
如
来
身
の

結
加
跣
座
し
、
厳
然
と
し
て
不
動
な
る
有
り
。

善
男
子
よ
、

一
切
衆
生
は
諸
趣
の
煩
悩
身
中
に
在
り
と
錐
も
、
如
来
蔵
の
常
に
染
汚
す
る
無
く
、
徳
相
満

足
す
る
こ
と
我
の
如
く

に
し
て
異
な
る
無
き
有
り
。
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ひ
ら

又
た
善
男
子
よ
、
讐
え
ば
天
眼
の
人
の
未
だ
敷

か
ざ
る
花
を
観
る
に
、
諸
の
花
の
内
に
如
来
身

の
結
加
跣

坐
せ
る
有
る
を
見
て
、

萎
花
を
除
去
し
て
便
ち
顕
現
す
る
こ
と
を
得
し
む
る
が
如
し
。

是
く
の
如
く
、
善
男
子
よ
、
仏
は
衆
生
の
如
来
蔵
を
見
巳

っ
て
、
開
敷
せ
し
め
ん
と
欲
し
て
為
に
経
法
を

説
き
、
煩
悩
を
除
滅
し

て
仏
性
を
顕
現
せ
し
め
ん
と
す
。

善
男
子
よ
、
諸
仏
は
法
と
し
て
爾
り
。
若
し
く
は
仏
出
世
す
る
も
若
し
く
は
出
世
せ
ざ
る
も
、

一
切
衆
生

の
如
来
の
蔵
は
常
住
に

し
て
不
変
な
り
。
但
だ
彼
の
衆

生
煩
悩

に
覆
わ
る
る
が
故
に
、
如
来
出
世
し
て
広
く
為
に
説
法
し
、
塵
労

を
除
滅
し
て

}
切
智
を

浄
か
ら
し
む
る
の
み
。

し
ん
ぎ
ょ
う

善
男
子
よ
、
若
し
菩
薩
有
り
て
此

の
法
を
信
楽
し
、
専
心
に
修
行
せ
ば
、
便
ち
解
脱
す
る
こ
と
を
得

て
等

正
覚
を
成
じ
、
普
ね
く

世
間
の
為
に
仏
事
を
施
作
せ
ん
。

一
切
衆
生
の
身
中
に
如
来
が
い
る
、
と
い
う

の
が
そ
の
主
眼
で
あ
る
。
す
べ
て
は
そ
こ
か
ら
始
ま
る
。

衆

生
は
煩
悩
に
覆
わ
れ

て
い
る
た
め
に
こ
の
事
実
に
気
付
か
な

い
。
そ
こ
で
諸
仏
が
世
に
出
で
て
法
を
説
き

「煩
悩
を
除
滅
し
て
仏
性

を
顕

現
せ
し
め
ん
」
と
す
る
。

つ
ま
り
煩
悩
に
覆
わ
れ
た
仏
性
を
浄
化
し
て
あ
ら
わ
に
し
、
衆
生
を
見
性

へ
と
導

く
の
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
衆
生
は
作
仏
し
て
仏
事
を
な
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
教
説
に
も
と
つ
い
て
、
浬
葉
経
は

二

切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
主
張
し
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
初
期
に
は

一
聞
提
は
例
外
と
し
た

け
れ
ど
も
、
後
に
は
閲
提
の
成
仏
を
も
認
め
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
の
両
説
を
承
け
た
上
で
仏
性
(σ
信
α匹
ゴp
ー匹漸
一β)
の
概
念
を
中
心
に
据
え
て
体
系
化
し
た
の
が
宝
性
論
で
あ
る
。
論
に
お
い
て
は
如
来
蔵

(聾
薮

αQ欝

,αq
。・目σ匿
)と
の
か
か
わ
り
か
ら
、
仏
性
の
同
義
語
で
あ
る
如
来
性
(§
鼠
oq器

己
漸
ε
)の
語
を
多
用
す
る
。
「
性
」
(警
倒
言
)は

「界
」

と
も
訳
さ
れ
る
が
、
現
代
の
日
本
語
に
あ

て
は
め
る
な
ら
ば
、

「体
」
と
い
う
語
が
近
い
で
あ
ろ
う
。
も

っ
と
く
だ
い
て
、

「身
体
」
と

し
て
も
良
い
。
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つ
ま

り

如

来

性

と

は

、

一
定

の
格

式

、

一
定

の
規

模

を

そ

な

え

た

如

来

の
身

体

の

こ
と

で
あ

る

。

宝

性

論

は

、

そ

れ

が

三

種

実

体

(硫
く
帥
窪

91
<
黒

8
巻
)

か

ら

成

る

と

い
う

(即

δ

2
の
円
O
Z
N霞

o
知
9・
臼
鋤
σq
o
酔「9。≦
σ
冨

σq
9。
ζ
魯

避

碧

o
器

聾

ゆ
巳
δ
瞼
G・
富

・
㍗
$

-ま

行

)

(
大

31

-
八

三
八

a
)。

三
種
実
体
と
は
、

法
身
(α
訂
§

p」〈倒
嵩
)

眞
如
(§
蕃
角
》

種
姓
(σQ
2
邑

の
こ
と
で
あ
り
、
眞
如
と
は
自
姓
清
浄
心
を
い
い
、
種
姓
は
血
筋

で
あ
る
か
ら
、
要
す
る
に
如
来
の
身
心
の
こ
と

で
あ
る
(血
筋
は
身
心

に
溶
け
込
ん
で
い
る
)。
し
た
が

っ
て

一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
は
、

一
切
衆
生
が
如
来
の
身
心
を
も

っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に

ほ
か
な
ら
な

い
。

こ
の
故
に
不
増
不
減
経
に
言
う
、
そ
れ
故
に
舎
利
弗
よ
、
衆
生
界
(oQP一樽く
Pーαげ
刺け¢
)は
法
身
(魯
①§

p肉
刺
巻
)と

別
で
は
な
く
、
法
身
も

衆
生
界
と
別
で
は
な

い
。
衆
生
界
即
法
身
、
法
身
即
衆
生
界
(ω讐
芝
甲
α扇
葺

Φく
p
号
鉾
B
曽
-囹
巻
ザ
警
ρ馨

甲
厨
巻

Φ<
餌
ω⇔量
甲
爵
pε
ど

で
あ
る
。

こ
の
二
は
実
質
と
し
て
は
(o『登
睾
p)不
二
で
あ
り
、
名
称
(<
届
且
⇔舜
)に
お
い
て
の
み
別
な
の
で
あ

る
、
と
。
(宝
性
論
巻

三
、
-八
三
二
b
。
梵
本

41
頁
15
行
)。

仏

と
衆
生
と
は
、
体
(αげ刺
9
)に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
り
、
名
義
が
ち
が
う
だ
け
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
れ

が

二

切
衆
生
悉
有
仏

性
」

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
じ
こ
と
を
如
来
蔵
経
は

「
一
切
衆
生
有
如
来
蔵
」
と
言
い
表
し
て
い
た
。
宝
性
論
巻
三
(大
31
-

八
二
八

a
)。

ゐ

た

だ
同
じ
こ
と
を
い
い
な
が
ら
、

一
方
は
如
来
蔵
と
い
い
他
方
は
仏
性
と

い
っ
て
、
用
語
が
異

っ
て
い
る
。

そ
こ
で
宝
性
論

の
作
者

は
、

二
つ
の
用
語
の
か
か
わ
り
を
解
明
す
る
こ
と
に

つ
と
め
る
。
そ
の
結
果
、
仏
性
の
構
造
が
明
ら
か
に
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
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宝
性
論
は
七
章
か
ら
成
る
。
は
じ
め
の
三
章
で
、
そ
れ
ぞ
れ
仏
法
僧
三
宝
の
様
態
に
つ
い
て
述

べ
、
あ
と
の
四
章

で
そ
れ
の
出
所
に
つ

い
て
述
べ
る
。
こ
の
出
所
こ
そ
仏
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

有
垢
眞
如
と
無
垢
眞
如
(ωpヨ
9司
§
匿
↓鋤ぎ
9。
巳
Hヨ
巴
ε
と
離
垢
し
た
仏
功
徳
と
仏
業
と
は
、

第

一
義
諦
を
見
る
諸
仏
の
領
域
で
あ

っ
て
、
そ
れ
か
ら
清
浄
な
三
宝
が
生
ま
れ
出
る
。
(八
二
六

c
、
梵
本
21
頁

3
行
)

仏
性
と
如
来
蔵
と

の
関
係
は
、
こ
の
有
垢
眞
如
に

つ
い
て
の
解
説
の
中
で
示
さ
れ
る
。

そ
の
う
ち
有
垢
眞
如
と
は
、
如
来
蔵
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
煩
悩
の
く
ら
(屏一〇ゆ⇔ー困O
脇P)を
離
脱
し
て
い
な
い
仏
性
(α
訂
ε
)
の
こ
と
で

あ
る
。
(八
二
七

a
、
梵
本

21
頁
8
行
)

「煩
悩
の
く
ら
」
と
は
衆
生
の
身
中
を
い
う
。

つ
ま
り
、
衆
生
の
身
中
に
あ
る
仏
性
を
如
来
蔵
と
い
う

の
で
あ

る
。
仏
性
は
仏
の
身
体

で
あ

る
か
ら
、
諸
仏
如
来
も
当
然
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
が
、
い
ま
は
そ
れ
が
衆
生
身
中
に
あ
る
場
合
を
い
う
の
で
あ

る
。

そ
の
う
ち
有
垢
眞
如
に
照
ら
し
て
、

一
切
衆
生
有
如
来
蔵
(。。㊤2
謎

畏
く倒
。。
§
冨
。q
器

-σq母
喜
理
)と
言
わ
れ
る
。
(八
二
入

a
、
梵
本

25
頁

18
行
)

「眞
如
」
は
前
に
見
た
と
お
り
、
仏
性
の
三
種
実
体
の

一
で
あ

っ
た
。

「有
垢
」
と
は
そ
れ
が
煩
悩
に
覆
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
い
う
。

つ
ま

り
仏
性
が
衆
生
の
身
中
に
あ
る
様
子
で
あ
る
。
そ
の
点
に
も
と
つ
い
て
、

一
切
衆
生
に
如
来
蔵
有
り
と

い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
何
故

か
。

要
す
る
に
三
つ
の
事
由
に
よ

っ
て
、

一
切
時
に

一
切
衆
生
に
如
来
蔵
有
り
と
世
尊
に
よ

っ
て
説
か
れ
た
。

つ
ま
り
、

一
切
衆
生
に
お

い
て
(Q自90目く
餌1ω四一一く
Φ
oo=
)、
如
来
の
法
身
が
遍
満

し
て
い
る
と

い
う
事
由
に
よ

っ
て
(§
扇
qq9。寧
α冨
§

㌣
囹
《
甲
嚇
冨
喜
『碧
ゆ
円夢
Φ霊
)、

如
来
の
眞
如
が
無
差
別
で
あ
る
と

い
う
事
由
に
よ

っ
て
(§
訂
σq
器

み
彗

轟

く巻
一蒙

§

碁
§

)、
如
来

の
種
姓

が
存
在
す
る
と
い
う

事
由
に
よ

っ
て
(韓
冨
αq讐
9。-σq
g
p-。。p日
σ審
く
ゆH浮
¢冒
)で
あ
る
。
(八
二
八
b
、
梵
本
26
頁

7
行
)

つ
ま
り
、
仏
性

の
三
種
実
体
が
も

つ
衆
生
と
の
か
か
わ
り
が
、

一
切
衆
生
に
如
来
蔵
有
り
と
い
う
こ
と
の
根
拠
と
な
る
の
と

い
う
の
で
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あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
節
に
お
い
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
説
明
さ
れ
る
。
そ
の
際
、

「仏
性
-
蔵
」

つ
ま
り

「三
種
実
体
-
蔵
」
が
、
な
ぜ

「如

来
-
蔵
」
と

い
わ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
の
解
明
を
通
じ
て
、
仏
性
の
構
造
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

如
来
の
法
身
が
、
余
す
所
の
な

い
衆
生
界
に
遍
満
し
て
い
る
と
い
う
事
由
に
照
ら
し
て
、

こ
れ
ら

一
切
衆
生
が
如
来
の
所
蔵

で
あ
る

(
翼

財
謝

器

。。
罵

日
o
αq
。・
旨
響

。。
鋤
辱
9。
密

署

理

)
と

説

明

さ

れ

て

い

る
。

な

ぜ

な

ら

ば

、

如

来

の
法

身

の
外

に
あ

る

如

何

な

る
衆

生

も

、

衆

生
界
に
は
存
在
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
(八
三
八

c
、
梵
本

70
頁
16
行
)

如
来
蔵
経
は
九

つ
の
讐
喩
に
よ

っ
て
、
如
来
が
衆
生
身
中
に
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ

る
が
、
法
身
が
衆
生
を

蔵
す

る
と
は

い
っ
て
い
な

い
。
し
か
し
衆
生
が
如
来
を
蔵
す
る
と

い
う
考
え
は
、
法
身
遍
満

の
思
想
を
待

っ
て
、
は
じ
め
て
成
り
立

つ

も

の
で
あ
ろ
う
。

法
身
が
如
来
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。

諸
仏
如
来
は
応
に
色
身
(同9
甲
囹
藩
)を
以
て
見
る
べ
か
ら
ず
。
諸
仏
如
来
は
皆
な
是
れ
法
身
(α冨
自
p
-冨
饗
)
な
る
が
故
に
。
(小
品
般

若
経
巻
十
、
大
8
-五
八
四
b
)

し
た
が

っ
て

「法
身
-
蔵
」
が

「如
来
i
蔵
」
で
あ
る
ゆ
え
ん
の
説
明
は
省
か
れ
る
。
し
か
し
次
の
眞
如
に
つ
い
て
、

(
一
切
衆
生
に
お
い
て
)眞
如
が
無
差

別
で
あ
る
と

い
う
事
由
に
照
ら

し
て
、
如
来

の
眞
如
が

こ
れ
ら

一
切
衆
生

の
所
蔵

で
あ

る

(§
冨
αq器

-§
げ
9。樽。・材
p日

σq
輿
喜
普

。。p疑
p山
讐
2
習
倒
目
)と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
(八
三
八

c
、
梵
本

71
頁
11
行
)

す
な
わ
ち

一
切
衆
生
は
眞
如
を
蔵
す
る
も
の
と
し
て

「眞
如
i
蔵
」
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ど
う
し
て

「如
来
-
蔵
」
な

の
で
あ
る

か
は
自
明
で
は
な

い
。
そ
こ
で
大
乗
荘
厳
経
論
菩
提
品
第
37
偶
を
引

い
て
、
そ
の
ゆ
え
ん
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

眞
如
は
、

一
切
衆
生
に
無
差
別
で
あ
る
け
れ
ど
も
(。。p2
Φ魯
日

⇔≦
弥眞
ゆ巳

邑県
如
は
す
で
に
清
浄
さ
に
到
来
し

て
い
る
も
の
で
あ

っ
て

(詮
&
三
日
91σq讐
巴
、
如
来
の
体

で
あ
る
(§
げ
91αQ9聾
く
9。日
)。
だ
か
ら

一
切
衆
生
は
如
来
蔵
で
あ
る
。
(八
三
八

c
、
梵
本
71
頁

16
行
)

一
切
衆
生
に
無
差
別
平
等
に
存
在
す
る
眞
如
は
、

つ
ま
り
自
性
清
浄
心
は
、
衆
生
に
お
い
て
は
客
塵
煩
悩
に
覆

わ
れ
て
汚
れ
て
い
る
け



仏性の構造49

れ
ど
も
、
本
来
清
浄
な

の
で
あ

っ
て
、
如
来
の
体
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

「眞
如
ー
蔵
」
は

「如
来
1
蔵
」
、

つ
ま
り
眞

如
を

蔵
す
る
も
の
は
如
来
を
蔵
す
る
も
の
な

の
で
あ
る
。

最
後
の
種
姓
(αq
9
邑
を
め
ぐ
る
議
論
は
少
し
く
入
り
組
ん
で
い
る
。
宝
性
(目⇔
ヨ
甲
α。
9
邑
-
三
宝
を
生
む
血
筋
1
と

い
う
、
論

の
表
題
を

構
成

す
る
語
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
仏
性
の
構
造
を
解
明
す
る
た
め
の
鍵
な
の
で
あ
る
。

実

体
は
三
種
と

い
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
別
々
に
取
り
出
す

こ
と
の
で
き
な

い
、

一
仏
性
の
三
つ
の
側
面
で
あ

る
。
如
来

の
自
在
性

(℃
冨
σ
団
く
。)を
法
身
と
い
い
、
不
変
性
(き
き
巻
葺
甲
σ
『蓼
p)を
眞
如
と

い
い
、
柔
軟
性
(。。巳
αq
α訂
と
ゴ蓼
餌)を
種
姓
と

い
う
の
で
あ
る
。
(八
二

八
b
、
梵
本

27
頁
2
行
31
偶
)。
そ
の
う
ち
種
姓
に
つ
い
て
は
、

如
来
の
種
姓
に
お
い
て
は
、
衆
生
に
対
す
る
大
悲
の
柔
軟
性
を
自
体
と
す
る
(。。p署
p涛
舘
8
甲
。。巳
σq魯
p-。。<
p喜
91
<
9
叫
日
)自
相
に
照
ら
し

て
、
水
と
の
相
似
性
が
知
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
(梵
本

27
頁
8
行
)

と
説

明
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

「柔
軟
性
」
と
は
、
水
と
の
相
似
性
を
持

つ

「大
悲
」

の
は
た
ら
き
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
種
姓
は
そ

れ
を
自
体
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
念
頭
に
置
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
切
衆
生
に
お
い
て
三
種
仏
身
を
生
む
種
姓
(三
≦
穿
甲
σ
巳
α
冨
涛
曙
ひゼ
9叶阜
αq9
邑

が
存
在
す
る
と

い
う
事
由
に
照
ら
し
て
、
如
来
性

が
こ
れ
ら

一
切
衆
生
の
所
蔵
で
あ
る
(§
薮
αq器

-爵
倒
耳

甥
91
昌
σqき

冨
#
。。磐

p
-。。聾
鼠
昌
9ー
ヨ
)と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
(八
三
九

a
、
梵
本

72
頁
8
行
)

本

来
な
ら
ば

「三
種
仏
身
を
生
む
種
性
が
存
在
す
る
と
い
う
事
由
に
照
ら
し
て
、
種
姓
が
こ
れ
ら

一
切
衆
生
の
所
蔵
で
あ
る
」
と
あ
る

べ
き
と
こ
ろ
を
、

「種
姓
」
の
代
り
に

「如
来
性
」
と
い
う
語
が
置
か
れ

て
い
る
b
旧
稿
で
は

「如
来
性
は
如
来

に
他
な
ら
な
い
」
か
ら

「如

来
ー
蔵
」
な

の
だ
と
し
た

の
だ
が
(
「見
性
成
仏
説
と
宝
性
論
」
禅
学
研
究
七
六
号
32
頁
)、
こ
れ
で
は
不
充
分

で
あ
る
。

ま
ず
な
ぜ

「種
姓
]
と
い
う
語
の
代
り
に

「如
来
性
」
が
用

い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
考
え
て
見
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。

前
述

し
た
よ
う
に
宝
性
論
は
七
章
か
ら
成
る
。
そ
の
各
章

の
主
題
に
言
及
し
て
い
る
経
文
を
根
本
字
句
(ヨ
日
pも
巴
9
)と
称
し
て
尊
ぶ
。
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こ

れ

ら

三

つ
の

根

本

字

句

に

よ

っ
て

は

、

順

次

に

三
宝

が

生

起

し

成

就

す

る

こ

と

を

説

示

す

る

と

知

ら

ね

ば

な

ら

な

い

。

残

り

の

四

句

に

よ

っ
て
は

、

三

宝

の
生

起

に

相

応

な

因

と

成

就

に

相

応

な

因

と

を

(叶『冨

8
Φ
冒

ξ

-き

ロ
旨
で
鋤
占
窪
〒
。。
。
日
巳

刺
。q
曽
8
鋤)
説

示
す

る

と

知

ら

ね

ば

な

ら

な

い
。

(
八

一
=

b
、

梵

本

三

頁

19
行

)

三

宝

の
教

示

の

あ

と

に

、

そ

れ

が

有

る

時

に

の

み

(ぢ

。。
巨

旨

。。
昌

Φ
<
。
)、

世

間

出

世

間

の
清

浄

の

生

所

で
あ

る

三

宝

が

生

ま

れ

る

(三
嚇

身

器

)
と

こ
ろ

の

そ

れ

(畠
α
)
に

つ

い

て

の
頒

、

有

垢

眞

如

と

無

垢

眞

如

と

離

垢

し
た

仏

功

徳

(9

α
爵

甲
αq
轟

思

)
と

仏

業

(
昔

甲
ζ
ぞ
91
)と

は

、

第

一
義

諦

を

見

る

諸

仏

の
領

域

で

あ

っ
て
、

そ

れ

か

ら

清

浄

な

三
宝

が

生

ま

れ

出

る
。

こ

の
頒

に

よ

っ
て
何

が

明

ら

か

に
さ

れ

て

い

る

か

。

こ

の

三
宝

の
種

姓

は

(αq
o
富

厳

巨

冨

毒

避

⇔
。。図
㊤
)
一
切

を

見

る

諸

仏

の
領

域

で
あ

り

、

ま

た

そ

れ

は

四
種

で

あ

る

が

、

順

次

に

四

つ

の
原

因

に

よ

っ
て
不

可
思

議

で
あ

る
。

(
八

二
六

c
以

下

、

梵

本

21
頁

1

行

)。

こ

の

文

中

の

、

「
そ

れ

が

有

る

時

(ぢ

。。
ヨ
首

。。
豊

)
…

三

宝

が

生

ま

れ

る

(旨
冨

身

器

)
」

と

い

う

言

い
方

が

、

も

の

の
縁

起

を

説

く

時

の

定

型

に

則

っ
て

い
る

こ

と

は

明

ら

か

で
あ

る

。

そ

れ

(邸
匹
)
つ
ま

り

(σq
9
邑

は

血

筋

で
あ

る

か

ら

、

王

家

の
血

筋

が

王

た

る

も

の

を

生

む

よ

う

に

、

仏

家

の
血

筋

が

仏

た

る

も

の
を

生

む

と

い

う

わ

け

で
あ

る

。

こ

こ

に

「
因

(げ
①
ε
)
」

と

い

わ

れ

る

ゆ

え

ん

が

あ

る

。

た

だ

〈αq
。
冨

〉

と

い
う

語

自

体

に

は

「
因

」

と

い
う

意

味

は

希

薄

で
あ

る

。

そ

こ

で

母

体

で

あ

る

仏

性

(σ
&

自

甲
魯

叫
ε
)
の

〈魯

響
=
〉

が

、

時

と

し

て

「
因
」

の

意

味

を

持

つ
と

さ

れ

る

点

を

利

用

し

た

も

の
と

思

わ

れ

る

。

た

と

え

ば

弁

中

辺

論

巻

上

に

い
う

。

聖

法

の
因

で
あ

る

か

ら

法

界

(α
げ
PHb
g
P
ーα
げ
倒
ゴ
」)
で
あ

る

。

一
切

聖

法

が

こ
れ

に

よ

っ
て
生

じ

る

か

ら

で

あ

る

。

こ

の

場

合

に

は

、

界

の

意

味

は
因

の
意

味

で
あ

る

。

(冨

事

舞

げ
o
ξ

巴
冨

爵
倒
貯
-碧
ぎ
昌

)。

(大

31
-
四

六

五

c
、

2
>
Q
>
9

ζ

9・
α
ξ

ゆ
巨
。・
-≦
σ
ず
倒
αq
㌣
σ
冨

紹
p
ワ
8

)

こ

こ

で

「種

姓

ー

蔵

」

が

な

ぜ

「
如

来

ー

蔵

」

な

の
か

と

い
う

問

題

に

戻

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

な

ぜ

な

ら

ば

、

如

来

の

名
義

(重

団

σ。
p
聾

く
p
日
)
は

三

種

仏

身

を

拠

り

所

と

し

て
立

て
ら

れ

る

(鼠
く
崔
冨

む
⊆
α
爵

甲
郎

図
。
-窟
巴
赫

く
冨

薯
p
日
)
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か
ら
で
あ
る
。
(八
三
九

a
、
梵
本

72
頁
9
行
)

前

に
引
用
し
た
よ
う
に
、

「衆
生
界
即
法
身
、
法
身
即
衆
生
界
」
で
あ
り

「
こ
の
二
は
実
質
と
し
て
は
不
二
で
あ

り
、
名
称
に
お
い
て

の
み
別
な
の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。

「如
来
の
名
義
(§
鼠
αq讐
讐
く
o)」
と
は
ま
さ
に
こ
の

「名
称
」
に
当
り
、
衆

生
(。。9。彗
p)と

の
峻
別

を
示
す
。
こ
れ
に
対
し
て
如
来
姓
(§
扇
σq器

-α
冨
ε
)は

「実
質
」
で
あ

っ
て
、
衆
生
と
不
二
で
あ
る
。
た
だ
衆
生
は
、
煩
悩
に
覆
わ
れ
て

い
る
限
り
、
如
来
の
名
義
を
得
る
こ
と
は
な

い
。

か
の
種
姓

は
二
種
類
で
、
地
中

の
宝
蔵

と
果
実
中
の
樹
木
の
よ
う
で
あ
り
、
無
始
時
来

の
本
性
住
と
最
勝
の
修
所
成
と
で
あ
る
。

三
種
仏
身
の
獲
得
は
こ
の
二
種

の
種
姓
か
ら
す
る
と
認
め
ら
れ
て
お
り
、
第

一
の
か
ら
す
る
の
が
第

一
身
で
あ

り
、
第

二
か
ら
す
る

の
が
後
の
二
身

で
あ
る
。
(八
三
九

a
、
梵
本
71
頁

18
行
)

種
姓
は
、
如
来
の
名
義
を
得
る
た
め
の
、

つ
ま
り
衆
生
が
作
仏
す
る
た
め
の
、

「因
」
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、

「因
」
と
し
て
機
能

す
る
種
姓
の
母
体

で
あ
る
如
来
性
(α冨
ε
)は
、
そ
の
際
に

「因
」
と
い
う
意
味
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
如
来
性
は
そ
れ
を
得
る
た
め
の
因
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
、
性
の
意
味
は
因
の
意
味
で
あ
る
(冨
2
,畳
げo
、冨

α冨
宕
,

9H匪
呂
)。
(八
三
九

a
、
梵
本

72
頁
10
行
)

こ
の
点
を
予
想
し
て
、

「種
姓
-
蔵
」
と
は

「如
来
性
-
蔵
」
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
如
来
の
名
義
を
得
る
た
め

の
因
を
蔵
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
結
果
に
お
い
て

「如
来
-
蔵
」
な
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

た
だ

〈警
刺
ε
〉
が
因
の
意
味
を
持

つ
の
は

こ
の
場
合
(畢
p)だ
け
で
あ

っ
て
、
他
の
場
合
に
は
そ
う

で
は
な

い
。

こ
う

い
う
文
派
の
中

の

〈p器
〉
と
い
う
語
は
、
弁
中
辺
論
も
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
意
味
の
用
法
が
持
例
で
あ

っ
て
、

一
般
に
通
用
す
る
も
の
で
は
な

い

と
い
う
限
定
を
示
す
。
宝
性
論
に
も
他
に
同
様
の
例
が
あ
る
。
仏
宝
所
摂

の
八
種
の
功
徳
を
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
、

仏
の
体
(σ口
αα
『9叶くP)は
自
然
智
に
よ
っ
て
証
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
他
の
因
緑
に
依

っ
て
生
じ
る
の
で
は
な
い
(甲
で
輿
巷
巨
饗
犠
αp冒
ヨ
)。

生
じ
る
と
は
こ
の
場
合
に
は
現
等
覚
す
る
こ
と
(巳
避
o
、鵠
σ
募

。旨
σ
o
α訂
)で
あ

っ
て
、
い
わ
ゆ
る
生
じ
る
こ
と
(pσ
三
只
簿
Φゼ
劉
呂
)
で
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は

な

い
。

(
八

二

二

c
、

梵

本

8
頁

10
行

)

〈ロ
畠
ぢ

〉
の

一
般
的

な

意

味

は

〈三
冨

紆

〉
で
あ

る

が

、

い
ま

は
特

例

と

し

て

〈筈
げ
一。。
ゆ
臼
σ
o
自

p
>
の
意

味

に
用

い
る
、

と

い
う

の

で
あ

る

。

だ

か
ら

、

一
切

衆

生

に

如

来

蔵

有

り

と

す

る
論

拠

を

述

べ
た

、

い
ま

問

題

の
個

所

の

し

め

く

く

り

に

、

無

始

時

来

の
性

は
(9
コ
珂
α
一-屏
O
一一犀
O
ユ
げ
刺
ゴ
」
ρ
)
一
切

法

の
所

依

で
あ

り

、

そ
れ

が

あ

る

時

に
(蕊

日
巨

。。豊

)
一
切

趣

が

あ

り

、

浬

葉

の

証

得

も

あ

る

。

(
八

三

九

a
、

梵

本

72
頁

13
行

)

と

、

大

乗

阿

毘

達

磨

経

の
偶

を

挙

げ

る

が

、

注

釈

は

、

「性

(自

刺
巳
)」

と

は

「
如

来

蔵
(§

扇

αq
碧
甲
σq
輿
σ
げ
9。
)
」

で
あ

る
と

い
う

の

み

で
あ

る

。

如

来

蔵

が

「
煩

悩

の
く

ら

を

離

脱

し

て

い
な

い
仏

性

(
α
ゴ
9ー
ヨ
)
の

こ
と

で
あ

る

」

こ
と

は

、

前

に

見

た

と

お

り

で
あ

る

。

二

 

仏
宝
品
第
二
の
冒
頭
の
本
頒
に

つ
い
て
こ
う
説
明
さ
れ
る
。

無
為
で
あ
り
無
功
用
自
然

で
あ
り
、
他
に
依

っ
て
悟
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
智
力
と
大
悲
と
功
力
と
を
具
足

し
、
二
利
を
有
す
る

仏
の
体

(σ⊆
α
αゲ
Oけく
鋤)
を
示
す
。

(八
二
二

c
、
梵
本
7
頁

14
行
)

仏
身
に
そ
な
わ
る
八
種
の
功
徳

バσq
岩
")
に

つ
い
て
述

べ
た
も
の
で
あ
る
が
、

い
ま
問
題
な

の
は
大
悲
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
特
性
の

一
切
仏
法
を
現
等
覚
し
た
あ
と
、
如
来
に
は
、
不
浄
で
あ
り
、
離
垢
し
て
お
ら
ず
、
染
み

の
あ
る

一
切
衆
生
の

法
性

(α
げ
OH日
9◎1α】P刺
ゴ』)
を
観
察
し
て
、
遊
戯
と
名
づ
け
る
、
衆
生
に
対
す
る
大
悲
が
起
こ
る

(日
魯
叫
-冨
崔
扇

℃冨
く
畳
p一〇)

(八
二

二
b
、
梵
本
9
頁
17
行
)

こ
の
文
中
に
い
う
と
こ
ろ
の

「法
性
を
」
と
い
う
の
は
、



仏性の構造53

如
来
自
身
の
法
性
と
本
来
無
差
別
な
如
来
蔵
を
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(。。〈
㌣
畠
舘
巨
91
-℃届
蚕

言
冒
盗
量
み
ρ暮
叫
。q
欝

-α
き

ゴ
9。ヨ
)
。

つ
ま
り
、
衆
生
身
中
に
お
い
て

「有
垢
」
の
状
態
に
あ
る
仏
性
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
如
来
に
大
悲
が
起

こ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

何
故

か
と
い
え
ば
、

現
等
覚
し
て
菩
提
を
得
た
如
来
は
、

一
切
衆
生
の
相
と

の
平
等
性
を
通
し
て

(のp日
讐
翅
91)
自
身
の
法
性
の
証
得
を
得
さ
せ
よ
う
と

す
る
意
向
を
持

つ
か
ら
で
あ
る

(。。<
㌣
自
碧
ヨ
p莇
α
窪
σq
pヨ
⇔-。。9旨
で国
℃
繕
漂
鎚
讐
く
91什)
。

(梵
本
10
頁
8
行
)

一
切
衆
生
の
身
中
に
、
如
来
自
身

の
と
同
じ
仏
性
が
あ
る
の
は
、
同
じ
血
筋
を
も

つ
こ
と
の
証
明
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
見
て
大
悲
が

起

こ
る
の
は
、
同
じ
血
筋

(種
姓
)
の
も
よ
お
し
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

ひ
と
り
ひ
と
り
の
衆
生
の
身
中
に
、
如
来
性
が
、
既
成
の
所
蔵
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
衆
生
た
ち
は
自
覚

し

て
い
な
い
。

。。聾
く
・
。。畏
く
①
麺
冨
qq9。富
-α訂
一ξ
三
窟
目
o
oq
碧
喜
甲
qq
9δ
昼
。。9。旨
く
一身
9。8
屋

8
8
。。p§
91
σ
巳
身
9三
ρ

(梵
本
72
頁

11
行
)

そ
こ
で

「自
身

の
法
性

の
証
得
を
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
向
」
、
自
覚
を
う
な
が
す
意
向
が
動
き
出
す
。
そ
の
時
、
仏
性
は
四
種
類
の

は
た
ら
き
を
示
す
。
前
節
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

有
垢
眞
如

(如
来
蔵
)

無
垢
眞
如

(如
来
法
身
)

仏
功
徳

仏
業

で
あ

る
。
漢
訳
者
は
こ
れ
を

「四
種
法
」
と
呼
ん
で
い
る

(八
四
六

c
)
。

大
悲
は
ま
ず
眞
如

の
不
変
性
を
介
し
て
は
た
ら
き
は
じ
め
る
。

そ
の
う
ち
有
垢
眞
如
と
は
、
如
来
蔵
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
、
煩
悩
の
く
ら
を
離
脱
し
て
い
な
い
仏
性
の
こ
と
で
あ
る
。
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無

垢

眞

如

と

は

、

如

来

法

身

(
§

げ
91
αq
p
什甲
爵

9・
§

甲
囹

ぢ

)

と

呼
ば

れ

る

と

こ

ろ

の
、

仏

地

中

に

お

け

る

転

依

(91
吟
翅
p
も
巴

く
言

)

の
相

を

持

つ
そ

の
同

じ
仏

性

の

こ
と

で
あ

る

。

離
垢
し
た
仏
功
徳

(σ
巳
爵
甲
胆
替

)
と
騰

そ
の
同
じ
転
依
の
相
を
持

つ
如
来
法
身
中
の
、
十
力
等
の
出
世
間
の
仏
法

(δ
困ひ
9
国

α
9。
邸
甲
σ
巴
思

昌

o
σ
呂

α
冨

-α
ず
p§

91
昼
)

の

こ

と

で

あ

る

。

わ
ざ

仏
業

(昔

甲
困
身
倒
)
と
は
、
そ
の
同
じ
十
力
等
の
仏
法
の
自
然
な
無
上
の
業

の
こ
と
で
、
こ
の
業
は
休

止
せ
ず
、
終
る
こ
と
な

く
、
止
息
せ
ず
、
菩
薩
に
授
記
す
る
こ
と
を
中
断
し
な

い
。

(八
二
六

c
以
下
、
梵
本
21
頁
八
行
)

こ
の
四
種
法
は
、
前
節
に
引
用
し
た
よ
う
に

「順
次
に
四
つ
の
原
因
に
よ

っ
て
不
可
思
議
で
あ
る
」
と
い
う
。

そ
の
う
ち
有
垢
眞
如
は
、
同

一
時
中
に

(着
σq
巷
巴
6
冨
-囹
冨
日
)
清
浄

で
あ

っ
て
染
汚
さ
れ

て
い
る

(≦
巴
α自
p
8

。。9。臼
窪
驚
)

か
ら
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
不
可
思
議

で
あ
る
。

(八
二
七

a
、
梵
本
21
頁
17
行
)

そ
の
う
ち
無
垢
眞
如
は
、
前
に
は
垢
に
染
汚
さ
れ
で
い
な
い
の
に
、
後
に
浄
化
さ
れ
る

(℃q
2
甲
8
巴
ゆ。。p日
吋
冴
冨
唱
。警
倒
α
≦
巴
α
α団
)

か
ら
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
不
可
思
議
で
お
る
。

(八
二
七

a
、
梵
本
22
頁
5
行
)

そ
の
う
ち
離
垢
の
仏
功
徳
は
、

一
向
に
染
汚
さ
れ

て
い
る
凡
夫
地
中
に
お
い
て
さ
え
も
、
不
離
の
法
性
の
も
の
と

(9≦
島
σ
び
凋
9。-

α
匿
§
9。尋

91)
無
差
別

の
も
の
が
、
前
際
に
も
後
際
に
も
存
在
す
る
か
ら
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
不
可
思
議
で
あ
る
。

(八
二
七

a
、

梵
本
22
頁
8
行
)

仏
業
は
同

一
時
に

(署
σq
巷
巴

、

一
切
処
に

(8
疑
薯
p)
、

一
切
時
に

(。。p署
9。-囹
訂
日
)
、
自
然
に
無
分

別
に
、

一
切
衆
生
の
心

に
随
順
し
、

一
切
衆
生
の
根
性
に
随
順
し
て
、
錯
た
ず
、
望
み
通
り
に
は
た
ら
く
か
ら
、

こ
こ
の
と
こ
ろ
が

不
可
思
議
で
あ
る
。

(八
二
七

c
、
梵
本
24
頁
9
行
)

こ
の
四
種
法
は
、
次
の
段
階
に
お
い
て
三
宝
出
生
の
因
縁
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
の
論

述
に

「此
四
種
句
次
第

不
取
相
」

(八
二
八

a
)
と
い
う
、
漢
訳
に
し
か
な

い
言
句
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
漢
文
と
し
て
は
語
法
的
に
間
違

っ
て
い
る
が
、
訓
読
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す
る
と
、

「此
の
四
種
句
は
次
第
し
て
相
を
取
ら
ず
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
四
種
法
は
、

一
つ

一
つ
が
並

べ
ら
れ

て
い

る
と
お
り
の
順
序
次
第

で
平
面
的
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な

い
、
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
有
機

的
な
立
体
の
平
面
図
に

過
ぎ

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は

「不
可
思
議
」

(p9
巨
巻
)
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
を
理
解
す
る
た
め
に
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な

い
視
点

で
あ
る
。
ど
う

い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
か
。

ま

ず
、そ

の
う
ち
有
垢
眞
如
は
、
同

一
時
中
に
清
浄
で
あ

っ
て
染
汚
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
不
可
思
議

で
あ
る
。

「清
浄
」
と
は

「無
垢
」
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、

「染
汚
」
と
は

「有
垢
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
有

垢
眞
如
は
同

一
時
中
に

「無

垢
眞
如
」
で
あ
り
か

つ

「有
垢
眞
如
」
で
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
不
可
思
議
の
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

ま
た
、そ

の
う
ち
無
垢
眞
如
は
、
前
に
は
垢
に
染
汚
さ
れ
て
い
な
い
の
に
後
に
浄
化
さ
れ
る
か
ら
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
不
可
思
議
で
あ
る
。

「染
汚
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
の
は

「無
垢
」
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、

「浄
化
さ
れ
る
」
す
な
わ
ち

「煩
悩

の
く
ら
を
離
脱
」
し
て

「転
依
」
す
る
の
は

「有
垢
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
ザ
、
無
垢
眞
如
も
や
は
り
同

一
時
中
に

「無
垢
眞
如
」
で
あ

り
か
つ

「有
垢
眞
如
」

な
の
で
あ
る
。

有
垢
眞
如
も
無
垢
眞
如
も
同

一
時
中
に

「無
垢
眞
如
」
で
あ
り
か
つ

「有
垢
眞
如
」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
両
者
は
別
物
で
は
な

い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
有
垢
眞
如
と
無
如
眞
如
と

い
う
別
個
の
、
二
つ
の
眞
如
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
眞
如

は

一
の
み
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、

「如
来
蔵
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
、
煩
悩
の
く
ら
を
離
脱
し
て
い
な

い
仏
性
」
と
、

「如
来
法
身
と
呼
ば

れ
る
と
こ
ろ
の
、
仏
地
中
に
お
け
る
転
依

の
相
を
持

つ
そ
の
同
じ
仏
性
」
と
が
別
個
の
存
在
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
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如
来
蔵
が
在
纏

の
法
身
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
宝
性
論
に
は
、

ま
た

こ
の
同
じ
、
煩
悩

の
く
ら
を
離
脱
し
て
い
な

い
如
来
の
法
身
が
如
来
蔵
で
あ
る
と
言
わ
れ
る

(§
げ
91qq
器

ム
冨
§

9。-吋91
《
o

≦
巳
§
⊆
匹
甲
匹
勢
甲
困詠
㊤。。
§
扇
σq
輿
甲
σq碧
喜
呂

。。穿
《
p5
)

(八
二
四

a
、
梵
本
12
頁

14
行
)

と

い
う
。

「在
纏

の
法
身
」
も
ま
た

「如
来
の
法
身
」
と
別
個
の
存
在

で
は
な

い
。
し
か
る
に
、

諸
仏
は
同

一
法
身
に
し
て
而
も
仏
に
多
な
る
有
り
。

(摂
大
乗
論
本
下
、
大
31
上

五

一
b
)

諸
仏
如
来
は
多
数
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
法
身
は

一
の
み
な
の
で
あ
る
。

仏
の
眞
法
身
は
猶
お
虚
空
の
如
し
。
物
に
応
じ
て
形
を
現
わ
す

こ
と
水
中
の
月
の
如
し
。

(金
光
明
経
巻

二
、
大

16
-三
四
四
b
)

衆
生
の
仏
性
は
不

一
不
二
。
諸
仏
に
平
等
な
る
こ
と
猶
お
虚
空
の
如
し
。

一
切
衆
生
は
同
じ
く
土
ハに
之
を
有
す
。

(浬
葉
経
巻
二
十
九
、

大
12
-五
三
九

a
)

「物
」
と
は
衆
生
の
こ
と
で
あ
る
。
虚
空
の
よ
う
に
遍
満
す
る
法
身
は
、
あ
た
か
も

一
時
に
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
水
中
に
宿
る
天
空
の
月

の
よ
う
に
、

一
切
衆
生
の
身
中
に
宿
る
。

こ
れ
が
如
来
蔵
-
如
来
を
蔵
す
る
と

い
う
こ
と
の
謂
で
あ
る
。

そ
の
時
、
衆
生
の
仏
性
は

一
で
は
な
い
け
れ
ど
も
二
で
も
な

い
。
あ
た
か
も
水
中

の
月
は

一
で
は
な

い
け
れ
ど

も
、
天
空
の
月
は
二
で

は
な
い
よ
う
に
。

こ
の
よ
う
に
し
て

一
切
衆
生
は
、
虚
空

の
よ
う
に
諸
仏
に
も
平
等
な
仏
性
を
諸
仏
と
同
様
、
皆
と
も
ど
も
に
所
有
す
る
。

し
か
る
に
衆
生
は
無
辺
だ
と

い
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
衆
生
の
仏
性
は
無
数
だ
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
仏
性
自
体
は
天
空
の

月

の
よ
う
に

一
な
の
で
あ
る
。

同
時
に

一

(天
空
の
月
-
無
垢
眞
如
)
で
あ

っ
て
無
数

(水
中

の
月
ー
有
垢
眞
如
)

で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
普
通
に
は
考
え

に
く
い
。
だ
か
ら
不
可
思
議
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
不
可
思
議
さ
の
故
に
、

そ
の
う
ち
離
垢
の
仏
功
徳
は
、

一
向
に
染
汚
さ
れ
て
い
る
凡
夫
地
中
に
お

い
て
さ
え
も
、
不
離
の
法
性
の
も
の
と
無
差
別
の
も
の

.↑

キ
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が
、
前
際
に
も
後
際
に
も
存
在
す
る
か
ら
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
不
可
思
議
で
あ
る
。

と

い
う
こ
と
に
な
る
。

「不
離
の
法
性
の
も

の
」
と
い
う
の
は
法
身
と
不
離

の
功
徳
の
こ
と
で
あ
る
。

「無
差
別

の
も
の
が
」
と
い
う

の

は
、

そ
れ
と
別
個
で
は
な
い
も
の
が
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り

「離
垢
の
仏
功
徳
は
」
、
有
垢
の
凡
夫
地
中
に
お
い
て
も
、
無
垢
の
仏
地
中
に
お

い
て
も
、
同

一
の
も

の
が
存
在
す
る
と

い
う

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
眞
如
仏
性
が
常
に

一
で
あ

っ
て
不
変
だ
か
ら

で
あ
る
。

「
不
変
」
と
は
、
無
辺
の
衆
生
の
身
中

に
無
数

(有
垢
)
で
あ
り
な
が
ら
、
常
に

一

(無
垢
)
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

凡
夫
と
菩
薩
と
仏
と
の
眞
如
は
無
差
別
で
あ
る
か
ら
、

一
切
衆
生
に
如
来
蔵
が
あ
る
と
真
実
を
見
る
者
に
よ

っ
て
説
か
れ

て
い
る
。

(八
三

一
c
、
梵
本
39
頁
10
行

45
偶
)

あ
た
か
も
無
分
別
を
本
性
と
す
る
虚
空
が
遍
至
す
る

(。。9署
讐
鼠
巨
αq9邑

よ
う
に
、

自
性
清
浄
心
で
あ
る
無
垢
の
仏
性

(。葺
p-℃B
ζ
亭
≦
巨
巴
緒
甲
α
冨
ヨ
)
も
遍
至
す
る
。

(八
三
二
b
、
梵
本
41
頁
7
行

49
偶
)

「自
性
清
浄
心
」
は
眞
如
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「遍
至
」
は
眞
如
の
特
性
の

一
つ
で
あ
る
。

あ
た
か
も
遍
至
す
る
虚
空
が
細
塵
に
よ

っ
て
染
汚
さ
れ
な

い
よ
う
に
、

こ
の
仏
性
も
衆
生
身
中
に
遍
ね
く
宿

っ
て
も

(8
2
p誌
く
婁
冥
魯

。・p彗
。)
染
汚
さ
れ
な

い
。

(八
三
二

c
、
梵
本
42
頁
6
行

52
偶
)

染
汚
さ
れ
な

い
の
は
何
故
か
と
い
え
ば
、

過
失
は
客
塵
と
し
て
結
び

つ
き
、
功
徳
は
本
来
的
に
結
び

つ
い
て
い
る
か
ら
、

如
来
性
は
前
に
あ

っ
た
よ
う
に
後
に
も
あ

っ
て
不
変
で
あ
る
こ
と
を
法
性
と
す
る
。
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8
魯
αq婁

爵
器

-《
。qq理

qqg句

蜜
p百
芝
。
σq
器
F

旨

誘

℃
912
磐

聾
冨

窓
い。
91量

く
貯
9

器

ム
冨
§

讐
創

(八
三
二
b
、
梵
本

41
頁
20
行
51
偶
)

か
ら

で
あ
る
。

凡
夫
と
菩
薩
と
諸
仏
如
来
と
は
、
眞
如
の
現
前

(≦
葺
)

の
仕
方
を
基
準
と
し
て
、
不
浄

(p2
α
自
9。)
と
不
浄

浄

(詠
⊆
α
警
p赤
⊆α
魯
9。)

と
善

浄

(o◎口
く
一伽口
α匹
げ帥
)
と
の
三
つ
の
位
に
分
け
ら
れ
る
。

(八
三
二

a
、
梵
本
40
頁
5
行
)
。

し
か
る
に
、
不
浄
位
と
不
浄
浄
位
に
お
け
る
煩
悩
の
過
失

(け
が
れ
、
な
や
み
)
は
、
客
塵
と
し
て
結
び

つ
い
た
も
の
で
本
来
空
無
で

あ
る
か
ら
、
ま
た
不
浄
位
不
浄
浄
位
と
善
浄
位
に
お
け
る
離
垢
の
仏
功
徳

(σ
ロ
α畠
甲

αq口
起
)
は
本
来
的
に
結
び

つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る

か
ら

、
如
来
性
は
前

に
あ

っ
た
よ
う
に
後
に
も
あ

っ
て
、
究
極
的
に
不
変

の
性
質
の
も
の
な

の
で
あ
る

(彊
9
赫
忘
蔓
Φ舜

§
訂
αqp寧

α
冨
§

p受
き
δ
≦
厨
H甲
ユず
母
日
。口
)

(八
三
二
動
、
梵
本

42
頁
1
行
)
。
し
た
が

っ
て

一
切
衆
生
の
身
中
に
遍
ね

く
宿

っ
て
も
染
汚
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
故
に
、

仏
業
は
同

一
時
に
、

一
切
処
に
、

一
切
時
に
、
自
然
に
無
分
別
に
、

一
切
衆
生
の
心
に
随
順
し
、

一
切
衆
生

の
根
性
に
随
順
し
て
、

錯
た
ず
、
望
み
通
り
に
は
た
ら
く
か
ら
、
こ
こ
の
と

こ
ろ
が
不
可
思
議
で
あ
る
。

三

 

こ

の
不
可
思
議
な
仏
業
は
、
平
等
に
遍
ね
く
至
り
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
お

い
て
支
障
が
な
く
、
三
世
に
わ
た

る
と

こ
ろ
の
、
三
宝

の

種
姓

を
断
絶
さ
せ
な

い
は
た
ら
き

(巳
轟

ヨ
甲
く
9み
跳
自
冨
。9
0葺
)
で
あ
る

(八
二
七

c
、
梵
本
24
頁
16
行
)
。
そ
れ
は

一
切
衆
生

の
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自
覚
を
う
な
が
す
の
で
あ
る
が
、

「覚
」
と
い
う

こ
と
を
め
ぐ

っ
て
観
察
さ
れ
る
時
、
四
種
法
は
別
の
名
を
得
る
。

ぬ

し

如

来

蔵

ー

所

覚

法

(σ
o
魯

巻

)

法

身

ー

菩

提

(σ
o
α
9

仏

功

徳

-

菩

提

分

(σ
o
α
身

山
ロ
αq
9
)

仏

業

ー

令

他

覚

(σ
o
α
冨

鼠

)

(
八

二
七

c
、

梵

本

25
頁

4

行

26
偶

)

ま

た

、

こ

の
四

つ
の
事

柄

を

示
す

語
句

の
中

、

一
切

の
所

知

を

全

て
含

む

こ
と

に
照

ら

し

て

(。。
睾

p
嵐

Φ祁

。・
p
8、
αq
旨
磐

毛

91
α
倒
饗

)

、

第

一
の
は

所

証

法

(σ
O
血
α
す
P
<
<
O
)

を

示

す

語
句

で
あ

る

と

知

ら

ね

ば

な

ら

な

い
。

そ

れ

を

覚

る

こ
と

が

菩

提

で

あ

る

か
ら

(一P
α
ー嚢D
口
`
σ
O
α
げ
O
σ
O
α
げ
一H
一江
)

、

第

二

の
は

菩

提

を

示

す

語
句

で
あ

る

。

菩

提

の
支

分

を

な

す

の

が

仏

功

徳

で
あ

る

か

ら

(σ
。
魯

巽

巴
σq
甲
σ
冨

繭

9

α
魯

甲
qq
量

91
ε

、

第

三

の

は

菩

提

分

を

示

す

語
句

で
あ

る

。菩

提

分

に

よ

っ
て

の

み

他

者

を

し

て
覚

ら

し

め

る

の

で

あ

る

か

ら

(σ
o
山
ξ

-巴

σq
国罵

①
<
p
σ
o
爵

p
冨
B
忘
お
加91
日

一ε

、

第

四

の
は

令

他

覚

を

示

す

語

句

で
あ

る

。

ま

ず

考

え

て

み
な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

は

、

仏

性

が

所

覚

法

で
あ

る

と

同

時

に

能

覚

の
菩

提

で
あ

る

と

い
う

点

で
あ

る

。

こ
れ

は

何

を

意

味

す

る

で
あ

ろ

う

か

。

考

え

ら

れ

る

と

こ
ろ

は
た

だ

一
つ
、

「覚

」

が

自

覚

で
あ

る
と

い
う

こ
と

で

あ

る

。

た

だ

仏

性

が
覚

す

る

の

で

は

な

い
。

覚

す

る

の

は

あ

く

ま

で

も

衆

生

で

あ

る

。

し

か

し
覚

す

れ

ば

仏

で
あ

る
。

「覚

」

が

自

覚

で
あ

る

こ

と

は

、

論

の

冒

頭

に

も

述

べ

ら

れ

て

い
る

。

所

証
義

(巴

三
qq
四
日
ゆ
H
葺
p
)

つ
ま

り

本

論

の

取

り

扱

う

主

題

は

金

剛

の

よ
う

で
あ

る
と

い
う

の

で
あ

る

が

、

無

言

の
体

(き

9・σ
巨

倒
題

霧

く
9
喜

91
<
p
)

の

第

一
義

は

、

自

覚

に

よ

っ
て
通

達

せ

ね

ば

な

ら

ず

(嘆
讐
渦

§

㌣
く
Φ
紆

巳

巻

)

、

聞

思

所

成
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の
智
に
よ

っ
て
は
証
得
し
が
た

い
か
ら

(吟
ロ
亭
鼠
巳
91
日
p巻
4、訟
9。冨
-α場
旧
⇔江
く
o魯
91
戯
)
、
金
剛
の
よ
う
に
手
強

い
と
知
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。

(八
二
〇

c
、
梵
本
1
頁
6
行
)

榜
伽
経

で
は
、
自
覚
聖
智

(蜜
鋤受
9ー§
ゆ蔓
p嵐
習
p)

の
は
た
ら
く
前
段
階
で
捨
て
去
ら
れ
る
の
は
、
聞
思
修
所
成

の
智
慧
と
な

っ
て
お

り
、
修
慧
も
加
え
ら
れ
る

(拙
稿

「榜
伽
経
管
見
」
禅
学
研
究

80
号
二
四

一
頁
以
下
参
照
)
。
た
だ
宝
性
論
に
も
、

仏
の
体

(σニ
ユ
αげ
Pけく
鋤)
は

一
切
智
智

の
領
域
で
あ

っ
て
、
三
慧

(巳
嵐
碧
四)
の
領
域
で
は
な
い
か
ら
不
可
思
議

で
あ
る
と
、
智
身

の
者
た
ち
に
よ

っ
て
も
見
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

(八
四
二
b
、
梵
本

84
頁
14
行
)

と
あ

っ
て
、
続
い
て
聞
思
修
慧
の
領
域
で
は
な
い
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
冒
頭
の
部
分
は
、
修
慧
を
も
補

っ
て
読
む
べ
き
で
あ

ろ
う

。
所
証
義
の

一
つ
で
あ
る
仏
宝
に

つ
い
て
次

の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

希
有
不
可
思
議
の
領
域
で
あ
る
仏
の
体
を
、
他
か
ら
聞
く
こ
と
な
し
に
自
ら

(9玲
三
く
倒
で
§

書

。。<
p饗
8
)
、
無
師
智
、
自
然
智
に

よ
り

(的鼠
81
蔓
艮
①舜

。。〈
避
。。旨
σ
冨
巻

91器
轟
)
、
無
言
の
体
の
ま
ま
に
現
等
覚
し
て

(巳
冨
σ
巨
習
饗
-。・<

普
憂

讐
刺ヨ
p窪
屋
ヨ
9
α
菖
p)

(
仏

事

を

な

す

)

。

(
入

二

二

c
、

梵

本

8

頁

13
行

)

仏

の
体

と

訳

さ

れ

る

〈σ
巳

爵

讐
≦

〉

は

く聾

ず
9ー
σq
p
富
薯
餌
〉

と

も

い
わ

れ

、

「
如

来

の
名

義

」

と

訳

さ

れ

る

こ

と

も

あ

る

。

(
八

三

九

a
)

。

平

た

く

い
え

ば

「
仏

で
あ

る

こ
と

」

「如

来

で
あ

る

こ

と

」

と

な

ろ

う

。

有

為

相

が

な

い

か

ら

、

仏

で
あ

る

こ

と

は

始

め

も

中

間

も

終

り

も

な

い
、

無

為

の
法

身

(
。
。。
§

の貫

㌣
自

p§

p
-困
91
巻

)

に

よ

っ

て

示

さ

れ

る

と

見

る

べ

き

で
あ

る

。

(
八

二

二

c
、

梵

本

8

頁

8

行

)

如

来

で

あ

る

こ
と

は

三
種

仏

身

に

よ

っ
て

示
さ

れ

る

も

の

で

あ

る

。

(
八

三
九

a
、

梵

本

72
頁

9
行

)

三

種

仏

身

は

一
法

身

に

帰

す

る

か

ら

、

「仏

で
あ

る

こ
と

」

「
如

来

で
あ

る

こ
と

」

は

法

身

に

よ

っ
て
示

さ

れ

る

こ
と

に

な

る

。

し

か

る

に

法

身

は

智

身

で

あ

る

(十

地

経

論

一
、

大

26
-
一
二

五

b

)

。

こ

れ

は

ま

た

自

性

清

浄

心

つ
ま

り

眞

如

の

当

体

で

も

あ

る

。

「
唯

だ
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眞
如

の
智
を
名
づ
け
て
法
身
と
為
す

の
み
」

(古
賀

『訳
注
大
乗
起
信
論
』
97
段
)
。

如
来
所
説

の
法
身

は
、
恒
沙
に
過
ぎ
る
仏
法

(§
訂
αq器

ム
冨
§

四
)
と
不
離
の
も
の
で
あ
り
、
智
と
不
離
の
功
徳

(鋤く
巨
§

ロ
寮
甲

旨
習
甲
αq
⊆葛
)
を
持

つ
。

(八
二

一
b
、
梵
本
3
頁
4
行
)

こ
の

「智
」
は
法
身

の
智
で
あ
り
、
仏
智
で
あ
り
、
法
身
そ
の
も

の
で
あ
る
。

「功
徳
」
は
力
で
あ

っ
て
、
常
に
智
と
不
離
で
あ
る
か

ら
、
法
身
は
智
力
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
法
身
遍
満

の
論
拠
と
し
て
引
き
合

い
に
出
さ
れ
る
、
華
厳

経
性
起
品
の
文
句
に

も
、

如
来
智

(§
訂
。q
器

嵐
91蒙
)
が
具
足
し
て
行
き
ど

い
て
い
な

い
い
か
な
る
衆
生
も
、
衆
生
界
に
は
存
在
し
な

い
。
し
か
し
衆
生
は
想

に
執
し
て
如
来
智
を
了
知
し
な
い
。
し
か
し
ま
た
想
に
執
す
る
こ
と
を
遠
離
し
た
な
ら
ば
、

一
切
智
智

(oo9弓くP己
口
P己
昌
P
コ
P)
、
自
然
智

(。。<
昌
9。日
σ
冨
-甘
刺爵
)
が
無
碍
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。

(八
二
七

a
、
梵
本
22
頁

10
行
)

と
い
う
よ
う
に
、
如
来
智
を
抜
き
に
し
た
法
身
は
あ
り
得
な

い
。
だ
か
ら
、

無
上
正
等
覚
と
は
浬
葉
界
の
同
義
語
で
あ
る
。
浬
葉
界
と
は
如
来
法
身

の
同
義
語
で
あ
る
。

(八
二

一
a
、
梵
本
3
頁
1
行
)

と
い
う
よ
う
に
、
法
身
と
菩
提

(仏
智
)
-と
が
等
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
前
に
引
用
し
た
、

希
有
不
可
思
議

の
領
域
で
あ
る
仏
の
体
を
、
他
か
ら
聞
く
こ
と
な
し
に
自
ら
、
無
師
智
、
自
然
智
に
よ
り
、
無

言
の
体
の
ま
ま
に
現

等
覚
し
て

(仏
業
を
な
す
)
。

と
い
う
文
中
の
、

「仏
の
体
を
…
現
等
覚
す
る
」
と
い
う

一
見
奇
異
な
表
現
の
成
り
立

つ
ゆ
え
ん
も
あ
る
。

「仏
の
体
」

つ
ま
り

「仏
で

あ
る

こ
と
」
は
法
身
に
よ

っ
て
示
さ
紅
る
の
で
あ
り
、
法
身
は
菩
提
で
あ
る
か
ら
、

「菩
提
を
…
現
等
覚
す
る
」
と

い
う
極
く
普
通
の
こ

と
が

い
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
わ
け
で
あ
る
。

無
師
智

・
自
然
智
と
い
う
語
は
、
古

い
と
こ
ろ
で
は
法
華
経
に
見
ら
れ
る
。

若
し
衆
生
有
り
て
、
仏
世
尊
に
従
い
て
聞
法
信
受
し
、
勤
修
精
進
し
て

一
切
智

(o◎9Dりく
PI〕口
ゆ己
口
P
⇒蝉
)

・
仏
智

(σ民
色
訂
官
刺
冨
)

・
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自
然
智

(のく
避
磐

σ
冨
嵐
習
9。)

・
無
師
智

(き
叫
8
曼
p冨
嵐

習
9)

・
如
来
知
見

(§
訂
αQ
pδ
盲

習
9)

.
力
無
所
畏
を
求
め
、
慰
念

し
て
無
量
の
衆
生
を
安
楽
な
ら
し
め
、
天
人
を
利
益
し
て

一
切
を
度
脱
せ
ん
と
せ
ば
、
是
れ
大
乗
と
名
つ
く
。

(大
9
-
=
二
大
)

無
師
智

・
自
然
智
が

一
切
智
智
で
あ
り
仏
智

で
あ
る
こ
と
は
、
華
厳
経
や
法
華
経
の
言
う
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
仏

の
体

(σ
⊆
αα
5
P甘く
帥)
で
あ
り
、
始
め
も
中
間
も
終
り
も
な

い
、
無
為
の
法
身
に
よ

っ
て
示
さ
れ
る
。
そ
こ
に
自
然
智
と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん

が
あ

る
で
あ
ろ
う
。

四
種
法
の
う
ち
、

一
切
の
所
知
を
全
て
含
む
こ
と
に
照
ら
し
て
、
第

一
の
如
来
蔵
は
所
証
法
で
あ
る
と

い
わ
れ

て
い
た
。

一
切
の
所
知

と
は
、一

切
種

つ
ま
り

一
切
法
を
現
等
覚
す
る
か
ら
仏

で
あ
る
と
言
わ
れ
る

(8
〈
ゆ囹
門p-。。9疑
甲
爵
母
ヨ
ゆσ
臣
6
旨
げ
oα
爵
倒
α
9
ユ
魯
讐
く
pヨ

身

爵
9
旨
)
。

(八
三
五

a
、
梵
本
56
頁

11
行
)

諸
仏
如
来
に
よ

っ
て
現
等
覚
さ
れ
る

一
切
法
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
し
た
が

っ
て
所
証
法
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
如
来
蔵
が

一
切
の

所
知
を
全
て
含
む
点
に
か
ん
が
み
て
所
証
法
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
か
ら
除
か
る
べ
き
何
も
の
も
な
く
、
加
う

べ
き
何
も
の
も
な
い
と
こ
ろ
の

眞
実

(げ
即目
δ
)
は
如
実
に
見
ら
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
り
、
如
実
に
見
る
者
は
解
脱
す
る
。

(
一
五
四
偶
)

如
来
性
は
遊
離
す
る
性
質

の
客
塵
煩
悩
が
空

(宥
越
p)
で
あ
り
、

不
離
の
性
質
の
無
上
の
仏
法
が
不
空

(
　　
p。。⊆
昌《
o)

で
あ
る
。

(
一
五
五
偶
)

こ
れ
に
よ

っ
て
何
が
明
か
さ
れ

て
い
る
か
。

自
性
清
浄
な
如
来
性
か
ら
除
か
る
べ
き
如
何
な
る
雑
染

の
相
も
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
如
来
性
が
客
塵
垢
の
空
無
を
本
性
と
し
て
い

る
か
ら
、
と
い
う

こ
と
。

ま
た
、
如
来
性
に
は
、
不
離
の
浄
法
を
本
性
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
加
う
べ
き
如
何
な
る
清
浄
の
相
も
な

い
、
と
い
う
こ
と
。
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そ
れ
故
に
勝
糞
経
に
言
う
、
如
来
蔵
は
、
智
と
遊
離
し
断
絶
し
た
、

一
切
の
煩
悩
の
く
ら
が
空
で
あ
り
、
智
と
不
離
で
断
絶
し
て
い

な
い
、
過
恒
沙
の
不
可
思
議
な
仏
法
が
不
空
で
あ
る
、
と
。

(八
四
〇

a
、
梵
本

76
頁
1
行
以
下
)

い
わ
ゆ
る

「空
如
来
蔵
」

「不
空
如
来
蔵
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
教
説
で
あ
る
。

「
空
如
来
蔵
」
と
は
、
如
来
蔵
仏
性
に
お
い
て
は
、
智
身
で
あ
る
法
身
と
遊
離
し
断
絶
し
て
い
る

一
切
の
煩
悩
が
存
在
し
な
い
。
空
無

で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
そ
こ
か
ら
除
か
れ
ね
ば
な
ら
な

い
如
何
な
る
煩
悩
も
な
い
。
つ
ま
り
如
来
蔵
は
、
客
塵
煩
悩

の
空
無
を
本
性
と
す

る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
不
空
如
来
蔵
」
と
は
、
如
来
蔵
仏
性
に
お
い
て
は
、
法
身
と
不
離
で
断
絶
し
て
い
な
い
無
上
の
仏
法
、

つ
ま
り
清
浄
な
仏
功
徳
は
不

空
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
そ
こ
に
添
え
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
如
何
な
る
浄
法
も
な

い
。

つ
ま
り
如
来
蔵
は
、
清
浄
功

徳
の
不
空
を
本
性
と

す
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

こ
れ
が
如
実
に
見
ら
る
べ
き

「眞
実
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
如
実
に
見
る
こ
と
は
、
つ
ま
り
客
塵
煩
悩

の
空
無
と
清
浄
仏
法

の
不
空
と
を

見
る
こ
と
は
、
有
無

の
二
辺
を
離
れ
て
如
実
に
空
相

(ゆ冒
黄

91
雷
厨
9雷
)
を
知
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

何
故
な
ら
、
第

}
義
空
智

の
門

(琶

§

鋤善

謀
q
身
轟

盲

倒b
甲
§

喜
薗)
を
外
に
し
て
は
、
無
分
別
の
領
域
で
あ
る
如
来
蔵
を
証
す

る
こ
と
も
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら

で
あ
る
。
如
来
蔵
智
こ
そ
が
諸
仏
如
来

の
空
智
で
あ
る

(§
げ
91
αq
讐
甲
αq舘
σ
冨
-甘
刺
屋
日

Φ≦

§
げ
倒σq讐
倒
コ
倒ヨ
窪
越
p碕
↓
諏
91き
日
)
。

(八
四
〇

a
、
梵
本

76
頁
13
行
)

如

来
蔵
に

つ
い
て
、
前
の
偶
の
い
う
、
そ
こ
か
ら
除
か
る
べ
き
何
も
の
も
な
く

(客
塵
煩
悩
の
空
無
)
、
加
う

べ
き
何
も
の
も
な

い

(清
浄
仏
法
の
不
空
)
と
こ
ろ
の

「眞
実
」
が
、
所
知
の
全

て
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

そ
の
中
、

一
味
等
味
の
法
界
無
差
別
智

の
門
に
よ

っ
て
、
出
世
間
の
自
性
清
浄
法
身

(α
匿
§
艮
倒
濾
噛
田
貫
亭
℃。。誌
民
山
9

を
観
る

こ
と
が
、

こ
こ
で
は
如
実
知
見

(る
ぎ
甲
喜
臼
。-甘
叫
冒
-α
。詠
9舜
)

で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
故
に
十
地
に
住
す
る
菩
薩
が
少
し
く

見
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(八
四
〇
b
、
梵
本
77
頁
2
行
)
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客

塵
煩
悩
の
空
無
と
清
浄
仏
法

の
不
空
と
を
見
る
こ
と
は
、
清
浄
法
身
を
見
る
こ
と
と
別
事
で
は
な
い
。

「十
地
云
云
」
と

い
う
の
は

捏
葉

経
か
ら
の
引
用
で
あ
る

(大
12
-四

一
二

a
)
。
こ
れ
は
宝
性
論
が
見
性
成
仏
説
に
立

つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「如
実
に
見
る
者

は
解

脱
す
る
」
と
前
の
偶
の
い
う
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

菩
薩
は
少
し
く
見
る
の
み
で
あ
る
が
、
仏
は
そ
う
で
は
な
い
。

一
部
は
前
に
も
引
用
し
た
が
、

そ
の
う
ち
無
垢
眞
如
は
、
前
に
は
垢
に
染
汚
さ
れ
て
い
な

い
の
に
後
に
浄
化
さ
れ
る
か
ら
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
が

不
可
思
議
で
あ
る
。

何
故
な
ら
次

の
よ
う
に
言
う
か
ら
で
あ
る
。
心
は
自
性
清
浄

で
あ
り

(窟
⇔貫
亭
冥
p窪
91
。。く
p冨
旨

。葺
。日
)
、
そ
れ
を
如
来
は
如
実
に

知
る
、
と
。
故
に
言
わ
れ
る
、

一
刹
那
に
相
応
す
る
智
慧
に
よ

っ
て
、
等
正
覚
は
現
等
覚
さ
れ
た
、
と

(①冨
肉
招
O
諺

9白
叫
《民
♂
《
叫

℃&
言
旨

。。四日
《
爵
-。。p旨
σ
。α
げ
畔
p窪
一。。p旨
σ
鼠
魯
9
)
。

(八
二
七

a
、
梵
本

22
頁
5
行
)

一
刹
那
に
、
眞
如
仏
性
1

つ
ま
り
自
性
清
浄
心
ー
と
契
合
す
る
智
慧
に
よ

っ
て
現
等
覚
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
は
頓
悟
成
仏
で
あ

る
。

そ
こ
か
ら
除
か
る
べ
き
何
も
の
も
な
く
、
加
う
べ
き
何
も
の
も
な
い
と
こ
ろ
の

「眞
実
」
と
の
契
合
で
あ
る
か
ら
、
当
然

で
あ
ろ
う
。

四

「覚
」
の
観
点
か
ら
す
る
四
種
法
に

つ
い
て
の
記
述
は
続
く
。

か
く
し
て
、
こ
れ
ら
四
つ
の
語
句
に
照
ら
し
て
、
因
縁
と
し
て
、
三
宝
の
種
姓
を
説
示
す
る
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。

(八
二
七

c
、

梵
本
25
頁
9
行
)

「因
」
と
は
、
前
述
し
た

「三
宝
の
生
起
に
相
応
な
因
」
の
こ
と
で
あ
り
、

「縁
」
と
は
、

「
三
宝
の
成
就
に
相
応
な
因
」
の
こ
と
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
四
種
法
の
そ
れ
ぞ
れ
を
因
と
縁
と
に
わ
り
ふ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
種
姓
の
機
能
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
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そ

の
う

ち

こ

の

四

つ
の

語

句

の
中

の
初

の

(如

来

蔵

)

は

、

出

世

間

法

の
種

子

で
あ

る

か

ら

(δ
δ

蕾

目甲
警

碧
日
甲
σ
H」9
2
91
一)

、

身

内

の
如

理

作

意

に

よ

る

そ

れ

(
如

来

蔵

)

の

浄

化

に

照

ら

し

て

(康
讐
旨

§

p
受
。
コ
諒
♀
日
。
コ
p
。。
一-囹

寧

。。
㊤
臼
巳
吟
昌
o
冒

一巴
-≦
診
α
α
巨
日

¢
で
91
α
。
葛

)

、

三
宝

出

生

の

因

で

あ

る

と

知

ら

ね

ば

な

ら

な

い
。

か

く

し

て

一
の

語

句

は

因

で

あ

る

。

如

何

よ

う

に

し

て

三

は

縁

で
あ

る

か

。

如

来

が

無

上

正

等

覚

を

現

等

覚

す

る

こ

と

に

よ

り

(聾

扇

αq
魯
o
、昌
葺

9。
鼠
B

8
ヨ
《
鋳
-。。
9。
日
σ
o
α
瓢
日

四
σ
ぼ
。・
ゆ旨
σ
ロ
α
ξ

p
)

、

十

力

等

の

仏

法

(σ
二
α
α
げ
O
ーα
プ
O目
【P
gD
)

に

よ

っ
て

三

十

二
種

の
如

来

業

を

な

し

つ

つ
あ

る

と

き

の
、

他

か

ら

聞

く
音

声

に

よ

る

そ

れ

(如

来

蔵

)

の
浄

化
に

照

ら

し

て
、

三

宝

出

生

の
縁

で
あ

る

と

知

ら

ね

ば

な

ら

な

い

。

か

く

し

て

三

は

縁

で

あ

る

。

(
八

二

八

a
、

梵

本

25
頁

11
行

)

こ

の

一
段

は

、

「覚

」

の
観

点

か

ら

四

種

法

の

性

格

を

規

定

す

る

偶

(第

26
偶

)

に

始

ま

る

。

所

覚

法

で
あ

り

、
菩

提

で
あ

り

、

菩

提

分

で

あ

り

、

令

他
覚

で
あ

る

か

ら

、

順

番

に

そ
れ

(如

来

蔵

)

の
浄

化

の
た

め

の
、

一
の
語

句

の

示

す

も

の

は

因

で
あ

り

、

三

の
語

句

の

示

す

も

の

は

縁

で
あ

る

。

σ
。
α
ξ

婁

σ
。
註

。・
巨

-巴
σQ
倒
三

σ
。
穿

き
①
ξ

9・
鼠

匿

B
9
β

プ
Φ
耳

Φ
冨

白

℃
巴

き

q
昼

で
『昌

避
婁

寧

く
野

&

訂

《
ρ

「
そ
れ
の
浄
化
の
た
め
の
」
の

「そ
れ
」
が
、
有
垢
眞
如
で
あ
る
如
来
蔵
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
議
論

の
余
地
の
な
い
と

こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
浄
化
す
べ
き
垢
は
他
に
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。

「覚
」
の
観
点
か
ら
見
た
四
種
法
は
、
ま
ず
如
来
蔵
浄
化
の
た
め
の
因
縁
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
種
姓
は

「仏
性
を
浄
化
す
る
種
姓

(9
&
冨

警
91
ε
之
野

&
年

αq
9
邑

」

(八

三

一
a
、
梵
本

36
頁
2
行
)
老

か
、

「客
塵
垢
を
浄
化
す
る
種

姓

(91
αq
。三
爵
p,日
巴
p,

≦
曾
α
α
年
αq9
邑

」

(同
前
、
梵
本
同
頁
13
行
)
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
種
姓
の
自
覚
を
う
な
が
す
は
た
ら
き
は
浄
化
す
る

は
た

ら
き
と
別
物
で
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
と
り
も
な
お
さ
ず
三
宝
出
生
の
因
縁
と

い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。

煩
悩
の
く
ら
か
ら
未
だ
解
脱
し
て
い
な

い
仏
性
が
如
来
蔵
で
あ
る
と
、
世
尊
に
よ

っ
て
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ

(如
来
蔵
)
の
浄
化
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が
転
依

の
実
体
で
あ
る
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。

ぢ
.。・窪

身
刺
葺

p<
巨
§

蚤

9-犀
課

9・-ざ
ゆp
。・
§
団
qq器

-αqp目σ
冨

身

鼻
8

σ
冨
く
9αq
p一叫

邑

良

沿
α鼻

倒
欝

冒
,勺
p馨
葺
魯

。。く
菩
叫
く
。

<
oα量
く
ぢ
戸

(八
四

一
a
、
梵
本

79
頁
10
行
)

浄

化
と
は
煩
悩
の
く
ら
か
ら

の
解
脱
で
あ
り
、
転
依

(鋒

避
怨

巴
く
琶

)

の
こ
と
で
あ
る
。

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
転
依
の
因
で
あ
り
、
そ

の
作
用

(冨
.已
、)
が

自
利
利
他
の
成
就
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

・

そ
こ
で
自
利
利
他
の
成
就
と
は
何
か
。

習
気
を
伴
う
煩
悩
障
所
知
障
か
ら
解
脱
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
無
障
擬
の
清
浄
法
身
を
獲
得
す
る
こ
と
が

、
自
利
の
成
就
と
言
わ

れ
る
。

そ
の
あ
と
世
の
あ
る
限
り
、
二
種

の
仏
身
に
よ

っ
て
、
示
現
し
説
法
す
る
と

い
う

二
つ
の
自
在
性
を
発
揮
す

る
こ
と
が

(≦
σ冨
零
9,

α<
鎚
甲
℃
δ
<嶋色

利
他
の
成
就

で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

(八
四

一
c
、
梵
本
82
頁
5
行
)

「煩
悩
障
所
知
障
」
が

「煩
悩

の
く
ら
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
そ
こ
か
ら
解
脱
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
清
浄
法
身
を
獲
得
す
る
こ
と
は
転
依
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

こ

の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
本
節

の
初
め
に
引
用
し
た
、
三
宝
出
生
の
因
縁
に

つ
い
て
述
べ
る
文
章
は
同
時
に
転
依
の
実
態
を
も
明
ら

か
に
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
や
は
り
す
べ
て
は

「覚
」
に
か
か

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

(見
性
も

「覚
」
と
別

事
で
は
な
い
。
清
浄
法
身
を
知
見
す
る
こ
と
は
、
清
浄
法
身
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
)

そ

こ
で
そ
の
文
章
に
も
ど
る
と
、

「出
世
間
法
」
と
い
う
の
は
法
身
と
そ
の
功
徳

の
こ
と
で
あ
る
。

「種
子
」

は
、
摂
大
乗
論

(大

31

-
=
二
六

c
)
に
い
う

「法
身
種
子
」
と
同
じ
も
の
と
考
え
て
良

い
で
あ
ろ
う
。
如
来
蔵
は
衆
生
身
中
の
仏
性
で
あ
る
か
ら
、
種
子
と

い

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り

「身
内
」
か
ら
衆
生
に
は
た
ら
き
か
け
る
わ
け
で
あ
る
。

「如
理
作
意
」
と
は
、

「転
依
の
因
」

で
あ
る
と
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こ
ろ

の
無
分
別
智
で
あ
る
。
そ
の
作
用
に
よ

っ
て
如
来
蔵
の
浄
化
が
行
わ
れ
る
。
身
内
か
ら
の
は
た
ら
き
か
け
で
あ
る
か
ら
、
三
宝
出
生

の

「
因
」
と

い
っ
た
の
で
あ
る
。
起
信
論
に
い
う
因
薫
習
と
同
じ
方
向
の
考
え
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

反
対
に
、

「他
か
ら
聞
く
音
声
に
よ
る
そ
れ
の
浄
化
」
は
、
身
外
か
ら
の
は
た
ら
き
か
け
で
あ
る
か
ら

「縁
」
な

の
で
あ
る
。
起
信
論

の
縁
薫
習
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
結
果
は
、

「現
等
覚
」
と
な

っ
て
現
わ
れ
る
。
前
節
の
は
じ
め
に
引
い
た
文
章
に
お
い
て
、
如
来
蔵
に

つ
い
て
、

一
切
の
所
知
を
全
て
含
む
こ
と
に
照
ら
し
て
、
第

一
の
は
所
証
法
を
示
す
語
句

で
あ
る
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
覚
る
こ
と

が
菩
提
で
あ
る
か
ら
、
第
二
の
は
菩
提
を
示
す
語
句
で
あ
る
。

と
い
わ
れ
て
い
た
。
い
ま
、

如
来
が
無
上
正
等
覚

(菩
提
)
を
現
等
覚
す
る
云
云

と
い
わ
れ

て
い
る
。
覚
す
る
の
は
あ
く
ま
で
衆
生
だ
が
、
覚
し
た
な
ら
ば
仏
で
あ
る
か
ら
、

「如
来
が
」
と
い
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

現
等
覚
に
つ
い
て
は
、

現
等
覚
す
る
こ
と
に
よ
り
と

い
う
の
は
、
無
分
別
仏
智

に
よ

っ
て
如
実

に
知
る

こ
と
に
よ
り

(巻
B
倒
-σ
冨
鼠
ヨ

9〈
涛
巴
℃
。と
巳
爵
甲

旨
き
。冒

」9
2
倒
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(八
二
三
b
、
梵
本

10
頁
2
行
)

「無
分
別
仏
智
」
と
い
う

の
は
、
前
に
見
た
と
お
り
、
無
師
智
、
自
然
智

の
こ
と
で
あ

っ
た
。
現
等
覚
す
る
の
は
衆
生
で
あ
る
。
そ
れ

は
自
然
智

で
あ
る
と
こ
ろ
の
仏
智
に
よ
る
か
ら
自
覚

で
あ
る
。

自
覚
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
考
え
牡
れ
る
。

一
つ
は
、

「他
か
ら
聞
く
こ
と
な
し
に
自
か
ら

(9吟
ロ
零
倒
冨
巨
普

ω<
p嚇
日
)
」
と

い
う

面
で
あ
る
。
三
宝
出
生
の
縁
と
な
る

「他
か
ら
聞
く
音
声
」
も
き

っ
か
け
を
与
え
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

っ
て
、
最
終
段
階

に
お
い

て
は
、
や
は
り
三
慧
を
捨
て
去

っ
た
後
の
、
無
師
智
、
自
然
智
に
よ
る
自
覚
な
の
で
あ
る
。

い
ま

一
つ
は
、

「自
身
内
に

(凛
讐
旨
§
四
)
」
と

い
う
面
で
あ
る
。
身
外
の
何
も
の
か
を
覚
る
の
で
は
な
い
。
自
身
内
に
覚
る
の
で
あ
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る
。
そ
れ
は
所
覚
法
で
あ
る
と

こ
ろ
の
如
来
蔵
仏
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
こ
の
仏
性
が
、
同
時
に
能
覚

の
菩
提
で
あ
る
と
は

ど
う

い
う
事
態
で
あ
ろ
う
か
。

覚

す
る
の
は
あ
く
ま

で
も
衆
生
で
あ
る
。
し
か
し
覚
し
た
な
ら
ば
仏
で
あ
る
。
そ
れ
が
刹
那
の
出
来
事
で
あ
る

こ
と
は
、
前
節

の
終
り

に
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
時
、
転
依
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
清
浄
法
身
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

法
身
に
つ
い
て
、

不
生
不
滅

の
法
身
に
お
い
て
は
、
心
意
意
識

(。葺
p白

き
9
<
昔

918
凱
)
は
活
動
し
な

い
。

(八
二
四

a
、
梵
本

12
頁
6
行
)

と
い
う
。
榜
伽
経
に
は
、

転
依
に
伴
な

っ
て
心
意
意
識
を
離
却
し
た
時

(。葺
甲
ヨ
き
O
白
き
O<
こ
訟
91
雷
富
冥
pヨ
)
彼
の
菩
薩
た
ち
は
如
来
身

(聾
げ
91
σq器

舜
曙
9・)

を
獲
得
す
る
で
あ
ろ
う
。

(大

16
-四
八
三

c
、
梵
本
43
頁
1
行
)

と
い
う
。
心
意
意
識
と
並
べ
挙
げ
ら
れ
る
時

の

「心
」
は
、
唯
心
説
に
お
い
て
は
ア
ラ
ヤ
識
を
指
す
。
衆
生
の
身
体

と
な

っ
て
現
れ
る
の

も
ア
ラ
ヤ
識
で
あ
る

(榜
伽
経
第
二
章

一
二
五
偶
な
ど
)
。
し
た
が

っ
て
、

「心
意
意
識
を
離
却
」
す
る
と
は
、
身

心
を
離
却
す
る
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
煩
悩
の
く
ら
か
ら
解
脱
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

現
等
覚

の
刹
那
に
、
衆
生
の
身
心
は
脱
落
し
て
、
清
浄
法
身
を
獲
得
す
る
。

・こ
の
法
身
は
、
所
覚
法
中
の

「出

世
間
法
の
種
子
」
か
ら

与
え
ら
れ
る
。
無
辺
の
衆
生
身
中
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
種
子
は
無
数

で
あ
る

(有
垢
眞
如
に
対
応
)
。

し
か
る
に
、
無
師
智
自
然
智
に
よ

っ
て
現
等
覚
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
菩
提
と
し
て
の
法
身
は

一
で
あ
る

(無
垢
眞
如
に
対
応
)
。

こ
れ
が
、
仏
性
は
所
覚
法
で
あ
る
と
同
時
に
能
覚

の
菩
提
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
の
意
味
で
あ
る
。

[附
説
]

如
来
蔵

(水
中

の
月
)
と
如

来
法
身

(天
空

の
月
)
と
が
別
箇

の
存
在

で
は
な
い
以
上
、
如
来
蔵
を
如

来
法
身
と
は
別
箇
の
存
在
と

見
な
す
と

こ
ろ

の
、

「如
来

の
胎
児

」
あ
る

い
は

「如
来

の
胎
蔵
」
と

い
う
解
釈
が
誤
り

で
あ
る

こ
と
は
明
白

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

「如

来

の
胎
児
」

「如
来

の

胎
蔵
」
と
訳
す
の
は
、
如
来
蔵
思
想

の
理
論
に
も
と
る
誤
訳

で
あ
る
。


