
中
国
仏
教
の
仏
性
論

古

賀

英

彦

『輝 學研 究』第93號,2015年3月

 

1

〈
翠

竹

黄

花

〉

神
会
遺
集
に
次
の
よ
う
な
問
答
が
あ
る

(
=
二
九
頁
)、

こ

づ

あ
ま

牛
頭
山

の
衰
禅
師
問
う
、
仏
性
は

一
切
処
に
遍
ね
き
や
。

答
う
、
仏
性
は

一
切
有
情
に
遍
ね
き
も
、

一
切
無
情
に
は
遍
か
ら
ず
。

問
う
、
先
輩

の
大
徳
言
わ
く
、
青
々
た
る
翠
竹
は
尽
く
是
れ
法
身
に
し
て
、
馨

々
た
る
黄
花
は
般
若
に
非
ざ

る
は
無
し
と
。
今
は

何
が
故
に
言
う
、
独
り

一
切
有
情
に
遍
き
も
、

一
切
無
情
に
は
遍
ね
か
ら
ず
と
。

あ

に

答
う
、
量
将
青

々
た
る
翠
竹
は
功
徳
法
身
に
同
じ
く
、
馨
々
た
る
黄
花
は
般
若

の
智
に
等
し
か
ら
ん
や
。
若
し
青
竹
黄
花
は
法
身

般
若
と
同
じ
と
言
わ
ば
、
如
来
は
何
経
中
に
於

い
て
青
竹
黄
花
の
為
に
菩
提

の
記
を
授
け
し
や
。
若
し
、
青
竹
黄
花
は
法
身
般
若
と

へ

　
　

　

同
じ
と
将
わ
ば
、
此
は
即
ち
是
れ
外
道
の
説
な
り
。
何
を
以
て
の
故
ぞ
。
浬
葉
経
に
、
無
仏
性
の
者
は
所
謂
る
無
情
物
是
れ
な
り
と

云
う
が
為
な
り
。

　
　

　

有
情
に
し
か
仏
性
を
認
め
な

い
と
す
る
神
会
の
立
場
は
、
禅
宗
内
部
に
お
い
て
は

一
般
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
中
国
仏
教
全
体
と
し
て

は
、
む
し
ろ
先
輩
の
大
徳
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
無
情
物
に
も
仏
性
を
認
め
る
方
が
主
流
で
あ
る
。
た
と
え
ば
摩
詞
止
観
に

コ

色

一
香

無
非
中
道

(
一
色

一
香
も
中
道
に
非
ざ
る
は
無
し
)
」
(大
46
ー

一
c
)
と
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の

「中
道
」
に
つ
い
て

止
観
輔
行
弘
決

一
之
二
は
次
の
よ
う
に
解
説
す
る

(大
46
1

一
五
一
c
)。
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山
家
教
門
よ
り
し
て
明
ら
む
る
所
の
中
道
は
、
唯
だ
二
義
有
る
の
み
。

一
に
断
常
を
離
す
る
こ
と
、
前

の
二
教

に
属
す
。
二
に
は
仏

こ
ん
じ
つ

性
な
る
こ
と
、
後
の
二
教
に
属
す
。
仏
性
中
に
於

い
て
教
は
権
実
を
分

つ
、
故
に
即
と
離
と
有
る
も
、
今
は
即
義

(事
理
不
二
)
に

　
ヨ
　

従
う
。
故
に
色
香
無
非
中
道
と
云
う
。

中
道
は
仏
性
を
意
味
す
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の

一
句
の
主
旨
は
、
前

の
大
徳

の
言
う
と
こ
ろ
と
同
じ
で
あ
る
。
こ

の
大
徳

の
言
う
と
こ

ろ
に

つ
い
て
、
祖
庭
事
苑
に
面
白

い
考
証
が
あ
る
。
巻
五
の

「翠
竹
黄
花
」
の
項
に
い
う
。

道
生
法
師
説
わ
く
、
無
情
に
も
亦
た
仏
性
有
り
、
と
。
　
し
て
云
わ
く
、
青

々
た
る
翠
竹
は
尽
く
是
れ
眞
如

に
し
て
、
馨

々
た
る

な

黄
花
は
般
若
に
非
ざ
る
は
無
し
、
と
。
世
に
信
ず
る
者
少
く
し
て
謂
く
、
仏
語
の
所
謹
無
し
、
と
。

法
師
は
乃
ち
端
坐
す
る
こ
と
十
年
、
経
を
待
ち
て
謹
せ
ん
と
す
。
後
に
三
蔵

の
浬
葉

の
後
分

の
経
を
帯
び
て
至
る
に
、
果
た
し
て

み

お
わ

し
ゅ

び

斯
の
説
有
り
。
法
師
は
覧
畢

っ
て
、
塵
尾
地
に
墜
ち
、
几
に
隠
れ
て
入
滅
せ
り
。

　
る
　

一
見
し
て
明
ら
か
な
と
お
り
、
こ
れ
は
例
の
閲
提
成
仏
説
を
め
ぐ
る

一
件
を
換
骨
奪
胎
し
た
説
話

で
あ
る
。
さ
ら
に
祖
堂
集
十
五
の
帰

宗
和
尚
章
で
は
僧
肇
の
語
と
さ
れ
る
か
ら
、
両
者
の
仏
教
史
上

の
地
位
を
考
え
れ
ば
、
無
情
仏
性

の
説
が
い
か
に
中
国
仏
教
に
本
質
的
で

あ

っ
た
か
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。

〈
仏

語

二
非

ズ

〉

た
だ

「仏
語
の
所
謹
無
し
」
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
、
イ
ン
ド
仏
教
に
は
な
か

っ
た
考
え
で
あ
る
。
仏
教
が
中
国
的

に
変
容
し
た
結
果
で

　
ら

　

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
仏
性
論
の
構
造
そ
の
も

の
に
変
化
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
。
旧
稿
に
も
引
用
し
た
金
光
明
経
の

偶
の
言
葉

(大
16
1
三
四
四
b
)、

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
。

こ
れ
に
も
と
つ
い
て
作

っ
た
図
式
に
よ
っ
て
説
明
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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イ
ン
ド
仏
教

え

塑
ー

杢
ー

中
国
仏
教

景

塑
ー

ー
ー

月

は
む
ろ
ん
仏
性

の
讐
え
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
イ
ン
ド
仏
教
に
お
い
て
は
、
仏
性
は
、
衆
生
身
中
に
の
み
宿
る
の
で
あ
る
が
、
中
国
仏

教
に
お
い
て
は
、

一
切
万
物
に
宿
る
の
で
あ
る
。
個

々
の
衆
生
中
の
み
な
ら
ず
、
個
々
の
事
物
中
に
も
宿
る
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
天
空

の
月

が

一
つ

一
つ
の
水
に
全
体
ま
る
ご
と
映
る
よ
う
に
、
仏
性
も
ま
た
全
体
ま
る
ご
と
宿
る
の
で
あ
る
。
こ
の

「全
体
ま
る
ご
と
」
と
い

う
点

に
お
い
て
、
東
西
の
仏
性
論
に
変
わ
り
は
な
い
。
た
だ
性
能
の
持
た
せ
方
に
違
い
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
眞
如
の
不
変
随

縁
の
問
題
な
の
で
あ
る
が
、
織
田
仏
教
辞
典

「随
縁
眞
如
」
の
項
に
見
事
な
解
説
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
拝
借
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

〈
不

変

随

縁

〉

法
相
三
論

の
如
き
権
大
乗
に
は
眞
如
凝
然
不
作
諸
法
と
立
て
、
万
物
の
本
体
は
眞
実
如
常
に
し
て
、
不
変
不
動
な
り
、
此
の
不
変

あ
ん
り
ゅ
う

不
動
の
眞
如
を
所
依
と
し
て
因
縁

の
事
相
安
立
す
と
云
ふ
。
さ
れ
ば
眞
如
は
体
、
万
物
は
相
に
し
て
、
体
と
相

と
は
所
依
畢
寛
不
離

な
れ
ど
も
、
彼
此
本
来
各
別
な
る
は
木
と
石
を
合
わ
せ
た
る
如
し
。

ご
ん
だ
い
じ
ょ
う

「
権
大
乗
」
と
い
う
の
は
、
実
大
乗
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
も
の
で
、
中
国
の
仏
教
徒
が
、
未
だ
完
全
な
も

の
で
は
な

い
と
い
う
意
味
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を
込

め
て
、
イ

ン
ド
の
大
乗
仏
教
を
指
す

の
に
用

い
る
言
葉
で
あ
る
。
自
ら
の
優
越
性
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な

い
。

し
ん
に
ょ
ぎ
ょ
う
ね
ん

ふ

さ

し
ょ
ほ
う

な

「眞
如
凝
然
不
作
諸
法

(眞
如
は
凝
然
と
し
て
諸
法
と
作
ら
ず
)」
と

い
う
語
の
出
所
を
、
残
念
な
が
ら
私
は
ま
だ
確
め
え
て
い
な

い
。

然
る
に
華
厳
天
台
の
如
き
実
大
乗
に
在
て
は
、
眞
如
に
二
相
を
立
て
て

一
は
不
変
眞
如
、
二
は
随
縁
眞
如
と
し
、
不
変
眞
如
の
辺

に
は
彼
の
権
大
乗
に
言
ふ
所
の
如
く
な
れ
ど
も
、
眞
如
は
不
変

の

一
辺
に
止
ま
ら
ず
、
更
に
随
縁
の
用
あ
り
て
外
来
の
縁
に
応
じ
て

森
羅
万
象
を
現
ず
る
こ
と
猶
ほ
不
変

の
水
が
外
縁

の
風
に
依

っ
て
千
波
万
波
を
起
す
如
し
と
云
ふ
。

其
の
起
し
た
る
波
は
猶
ほ
水
の
性
を
失
は
ざ
る
如
く
、
森
羅
万
象

の
事
相
は
猶
ほ
不
変
の
眞
如
性
を
変
ず
る

こ
と
な
し
、
故
に
万

法
即
眞
如
に
し
て
眞
如
即
万
法
な
り
ρ
即
ち
眞
如
は
縁
に
随
ふ
徳
あ
る
を
以
て
眞
如
即
万
法
な
り
、
而
も
眞
如
は
不
変
の
性
を
旦
ハす

る
を
以
て
万
法
即
眞
如
な
り
。

「
実
大
乗
」
の
眞
如
は

「森
羅
万
象
」
と
な

っ
て
現
わ
れ
る
点
で
、
権
大
乗
の
場
合
と
は
お
お
い
に
異
な
る
わ
け
で
あ
る
。

中
国
仏
教
に
お

い
て
眞
如
は
仏
性
の
異
名

の

一
と
さ
れ
る
。
・吉
蔵

の
大
乗
玄
論
三
に
次
の
よ
う
に
い
う

(大
45
1
四

一
c
)、

経
中
に
仏
性
を
明
ら
む
る
こ
と
有
り
。
法
性
、
眞
如
、
実
際
等
は
並
び
に
是
れ
仏
性
の
異
名
な
り
。
何
を
以

て
之
を
知
る
や
。
浬

葉
経
自
ら
説
く
ら
く
、
仏
性
に
種

々
の
名
有
り
、

一
仏
性
に
於

い
て
亦
た
法
性

・
浬
葉
と
名
づ
け
、
亦
た
般
若

・
一
乗
と
名
づ
け
、

亦
た
首
楊
厳
三
昧

・肺

子
吼
三
昧
と
名
つ
く
、
と
。
故
に
知
る
、
大
聖
は
随
縁
善
巧
に
し
て
、
名
を
説
く
こ
と
同
じ
か
ら
ず
。

さ
ら
に
数
個

の
異
名
を
挙
げ
た
上
で

=

法
中
に
於
い
て
無
量
の
名
を
説
き
、

一
名
中
に
於
い
て
無
量
の
門
を
説
く
。
是
の
義
を
以
て

ハ
　

　

の
故

に
、
名
義
は
異
な
る
と
錐
も
理
実
は
無
二
な
り
」
と
し
め
く
く
る
。

つ
づ
い
て
問
い
を
設
け
て

「若
し
理
実
は
無
二
な
ら
ば
、
何
の

ゆ

え

義
を
以
て
の
故
に
種

々
の
名
を
説
く
や
」
と
い
い
、
答
え
て

「若
し
名
に
依
り
て
義
を
釈
せ
ば
、
所
以
無
き
に
は
非
ず
」
と
し
て
そ
れ
ぞ

な

れ
の
名
の
起
こ
る
由
来
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
中
で

「
諸
法
の
体
性
と
為
る
を
法
性
を
為
す
」
(四
二
a
)
と

い
う
の
が
、
今
の
問
題
で
あ

る
眞
如
の
不
変
随
縁
と
か
か
わ
り
を
持

つ
。
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〈
肇

論

〉

し
か
る
に
言
葉
は
な
い
け
れ
ど
も
、
不
変
の
眞
如
が
随
縁
し
て
諸
法
と
な
る
と

い
う
考
え
は
す
で
に
肇
論
に
あ
る
。
と
い
う
よ
り
肇
論

　
ア

　

に
始
ま
る
。
肇
論

の
基
本
的
立
場
を
表
明
す
る

「即
偽
即
眞
」
(大
45
1

一
五
三
b
)
と

い
う
言
葉
は
、
「眞
」
の
字
を
眞
如
に
読
み
換
え
れ

ば
そ

の
ま
ま

「万
法
即
眞
如
」
の
意
と
な
る
。
「偽
」
と
は
大
乗
起
信
論
に

「三
界
虚
偽
、
唯
心
所
作
」
(大
32
ー
五
七
七
b
)
と

い
う
と
こ

ろ
の

「虚
偽
」
に
同
じ
で
、
万
法
は
妄
想
の
産
物
で
あ

っ
て
眞
実
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
を
僧
肇
は
眞
実
だ
と
す
る
の
で

あ
る
。

肇
論
の
主
題
は

「不
動
之
作

(不
動
の
も
の
が
不
動
の
ま
ま
に
な
す
は
た
ら
き
)」
(大
45
1

一
五
一
a
)
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
主

体
は
法
身
で
あ
る
。

あ
ら

経
に
曰
わ
く
、
法
身
は
無
象
に
し
て
、
物
に
応
じ
て
而
し
て
形
わ
る
。
般
若
は
無
知
に
し
て
、
縁
に
対
し

て
而
し
て
照
ら
す
。

(
一
五
八
c
)

経
に
云
わ
く
、
甚
だ
奇
な
り
、
世
尊
よ
眞
際
を
動
か
ず
し
て
諸
法

の
立
処
と
為
る
。
(
一
五
三
a
)

放
光
に
云
わ
く
、
等
覚
を
動
か
ず
し
て
而
も
諸
法
を
建
立
す
。
(
一
五
三
b
)

応
化
は
無
方
に
し

て
、
未
だ
嘗

つ
て
為
す
こ
と
有
ら
ず
。
寂
然
と
し
て
不
動

に
し
て
、
未
だ
嘗

つ
て
為

さ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。

(
一
六
〇
c
)

夫
れ
至
人
は
空
洞
無
象
に
し
て
而
も
万
物
は
我
が
造
に
非
ざ
る
は
無
し
。
万
物
と
会
し
て
以
て
己
と
成
す
者
は
、
其
れ
唯
だ
聖
人

の
み
な
る
か
。
(
一
六

一
a
)

「
法
身
無
象
、
応
物
而
形
」
と

い
う

の
は
、
前
に
引
用
し
た
金
光
明
経
の
偶
文

の
意
を
取

っ
て
言

い
換
え
た
も
の
に
違

い
な
い
。
さ
ら

ハ
　

　

に
法
身

の
意
味
も
す
で
に
変
換
さ
れ
て
い
る
。
僧
肇
が
経
論
を
引
用
す
る
場
合
は
し
ば
し
ば
こ
う
い
う
や
り
方
を
す

る
。
そ
れ
は
イ
ン
ド

仏
教

に
は
な
い
考
え
を
も
と
に
、
新
た
な
仏
教
学
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
伴
な
う
止
む
を
え
な
い
作
業
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
僧
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肇
は
、
中
国
思
想
と
し
て
の
仏
教
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
の
ち
の
ち
に
受
け
継
が
れ
、
や
が
て
い
わ
ゆ
る
宋
学
に
影
響
を
与

え
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
も
や
は
り
、
僧
肇
の
仏
教
学
が
中
国
的
思
惟
に
深
く
根
差
し
た
体
系
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。

い
ま
問
題
と
し
て
い
る
眞
如
が
随
縁
し
て
諸
法
と
な
る
と

い
う
考
え
は
、
右
に
挙
げ
た
文

の
中
の

「寂
然
不
動
、
未
嘗
不
為
」
「夫
至

人
空
洞
無
象
而
万
物
無
非
我
造
」
と

い
う
語
句

に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
く
に

「
万
物
は
我
が
造

に
非
ざ
る
は
無
し
」

(万
物
は
我
の
造
化
で
な
い
も
の
は
な
い
)
の

一
句
は
、

一
個

の
原
理
的
な
も
の
か
ら
万
物
が
生
々
変
化
す
る
と
す
る
中
国
的
世
界
観
の

表
明
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
有
名
な

「天
地
与
我
同
根
、
万
物
与
我

一
体
」
(
一
五
九
b
)
と
い
う

の
も
同
様
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「寂
然
不
動
、
未
嘗
不
為
」
と
い
う
句
は
、
す
ぐ
に
老
子
の

「道
は
常
に
無
為
に
し
て
而
も
為
さ
ざ
る
は
無
し
」
と

い
う
言

　　

　

葉
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は

一
個
の
原
理
的
な
も
の
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
僧
肇
は
何
度

も
引
用
し
て
い
る
。

〈
宇

宙

論

的

原
理

と

し

て

の
仏
性

〉

さ

て
こ
の
僧
肇
が
取
り
上
げ
た

一
個
の
原
理
的
な
も
の
の
座
を
、
ど
う

い
う
経
路
で
仏
性
と
い
う
概
念
が
占
め
る
よ
う
に
な

っ
た
の
か
、

じ

ょ
う
よ
う
じ
え
お
ん

あ
と
を
辿
る
の
は
は
な
は
だ
難
し
い
。
し
ば
ら
く
古
い
時
代
に
ま
と
め
ら
れ
た
仏
性
論
を
見
て
み
る
し
か
な

い
。
浄
影
寺
慧
遠
の
大
乗
義

章
巻

一
仏
性
義
に
次

の
よ
う
に
い
う

(大
必
-
四
七
二
a
)、

こ
こ

第

一
釈
名
、
仏
な
る
者
は
是
れ
其
れ
中
国

(イ
ン
ド
を
指
す
)
の
言
に
し
て
、
此
に
翻
じ
て
覚
と
名
つ
く
。
妄
を
返
し
て
眞
に
契

い
、
実
を
悟
る
を
ば
覚
と
名
つ
く
。
仏
を
挙
げ
て
性
を
樹
つ
、
故
に
仏
を
明
ら
む
る
な
り
。
言
う
所
の
性
な
る
者
は
釈
す
る
に
四
義

有
り
。

た
め

一
に
は
種
子
因
本

の
義
な
り
。
言
う
所

の
種
な
る
者
は
、
衆
生
は
自
ら
実
に
如
来
蔵
性
に
し
て
、
大
覚
を
出
生
し
、
仏
の
与
に
本

　　
　

と
為
れ
ば
、
之
を
称
し
て
種
と
為
す
。
種
と
は
猶
お
因
な
る
が
ご
と
し
。
故
に
経
に
説
き
て
言
わ
く
、
云
何
ん
が
性
と
名
つ
く
る
。
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ハ
　

　

性
な
る
者
は
謂
う
所
は
可
褥
菩
提
の
中
道
な
る
種
子
な
り
と
。
大
智
論
中
に
も
亦
た
云
わ
く
、
性
な
る
者
は
本
分
な
る
種
な
り
。
黄

石
中
に
所
有
の
金
性
、
白
石
の
銀
性
の
如
く
、

一
切
衆
生
に
浬
葉
性
有
り
と
。
斯
の
文
に
顕
ら
か
な
り
。

「
種
子
因
本
之
義
」
と

い
う

の
は
、
宝
性
論
に
い
う
仏
性
の
三
種
実
体
-
法
身

・
眞
如

・
種
姓

の
う
ち
、
種
姓
に
当
る
。
種
姓
は
血
筋

　ロ

　

で
あ

っ
て
、
仏
の
血
筋
が
仏
を
生
む
と

い
う
仏
性
思
想
の
要
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
仏
教

で
は
有
情
に
限
る
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
る
に
こ

こ
で
は
、
智
度
論

の

「法
性
」
に
関
す
る
教
説
を
引

い
て
、
無
情
物
に
も
広
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
「法
性
」
と

い
う

の
は
前
に
見
た
と

お
り
諸
法

の
体
性

(自
体

の
本
性
)
の
こ
と
で
あ

っ
た

(5
頁
)
。
金
性
や
銀
性
な
ど
無
情
物
の
素
性
を
も
意
味
す
る

の
で
あ
る
。

二
に
は
体
の
義
を
ば
性
と
名
つ
く
。
体
を
説
く
に
四
有
り
。

一
、
仏
の
因
の
自
体
を
名
づ
け
て
仏
性
と
為
す
、
謂
わ
く
眞
識
心
な
り
。

二
、
仏
の
果
の
自
体
を
名
づ
け
て
仏
性
と
為
す
、
謂
う
所
は
法
身
な
り
。

第
三
、
通
じ
て
仏
因
仏
果

の
同

一
覚
性
な
る
に
就
い
て
、
名
づ
け
て
仏
性
と
為
す
。
…
因
果
は
恒
に
別
な
る
も
、
性
体
は
殊
な
ら

ざ
る
な
り
。

か
ぎ

此
の
前
の
三
義
は
是
れ
能
知
性
に
し
て
、
局
り
て
衆
生
に
就
き
、
非
情
に
は
通
ぜ
ざ
る
な
り
。

第
四
、
通
じ
て
諸
法

の
自
体
を
説
く
、
故
に
名
づ
け
て
性
と
為
す
。
此
の
性
は
唯
だ
是
れ
諸
仏
の
み
の
窮
む
る
所
に
し
て
、
仏
に

就

い
て
以
て
諸
法
の
体
性
を
明
ら
む
。
故
に
仏
性
と
云
う
。

此
の
後
の

一
義
は
是
れ
所
知
性
に
し
て
、
其
の
内
外
に
通
ず
。
斯
れ
等
は
皆
な
是
れ
体
の
義
を
性
と
名
つ
く

る
な
り
。

ハヨ

「藁
識
心
」
と
い
う

の
は
眞
識

・
眞
心
と
同
じ
で
、
慧
遠

の
属
す
る
地
論
宗
に
お
い
て
は
第
八
阿
梨
耶
識
の
別
名
と
さ
れ
る
。

中
国
仏
教

の
形
成
に
お
い
て
、
肇
論
と
共
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
大
乗
起
信
論
で
あ
る
。
前
者
が
教
理

の
内
容
を
与
え
た
の

に
対

し
、
後
者
は
表
現
の
形
式
を
与
え
た
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

阿
梨
耶
識

(
11
阿
頼
耶
識
)
に
つ
い
て
起
信
論
は
次
の
よ
う
に
い
う

(大
32
1
五
七
六
b
)、
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心
生
滅
な
る
者
は
、
如
来
蔵
に
依
る
が
故
に
生
滅
心
有
り
。
謂
う
所
は
、
不
生
不
滅
な
る
も
の
生
滅
す
る
も

の
と
和
合
し
て
、

一

に
非
ず
異
に
非
ざ
る
と
き
、
名
づ
け
て
阿
梨
耶
識
と
為
す
。

「
如
来
蔵
」
と

い
う

の
は
、
論
に

「眞
如

の
自
体
相
な
る
者
は
…
名
づ
け
て
如
来
蔵
と
為
し
、
亦
た
名
づ
け
て
如
来
法
身
と
為
す
」

(五
七
九
a
)
と
い
う
よ
う
に
眞
如
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
こ
の
不
生
不
滅

の
眞
如
が
、
生
滅
す
る
無
明
の
妄
念
と
和
合
し
た
と
き
阿
梨
耶
識

と
呼

ば
れ
る
。
こ
の
阿
梨
耶
識
を
基
体
と
し
て
、
衆
生
の
心
の
生
滅
が
織
り
成
す
世
界
が
展
開
す
る
。
い
わ
ゆ
る
心
眞
如
門
に
対
す
る
心

生
滅

門
で
、
前
に
引
い
た

「三
界
虚
偽
、
唯
心
所
作
」
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
さ
い
起
信
論
に
お
い
て
は
、
無
明
と
眞
如
と
は

一
体
で
も

な
け
れ
ば
別
体
で
も
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
眞
如
と
阿
梨
耶
識
と
を
無
媒
介
に
等
置
し
て
は
い
な

い
。
な
ぜ
な
ら
阿
梨
耶
識
は
無

明
な
し
に
は
有
り
え
な
い
が
、
眞
如
は
無
明
と
は
ど
こ
ま
で
も
無
縁
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
起
信
論

は
イ
ン
ド
仏
教
の
範

囲
に
在
る
と

い
え
る
。

〈眞

如

の
変

容

〉

・

し
か
る
に
中
国
仏
教
は
両
者
を
等
置
す
る
。
こ
れ
は
、
万
物
を
生
成
す
る
の
は

一
個
の
原
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
、
中
国
的
世
界

観

の
要
請
に
従

っ
た
結
果
で
あ
る
。
い
わ
ば
イ
ン
ド
仏
教
が
眞
如
と
阿
梨
耶
識
と
の
二
元
論
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
中
国
仏
教
は
眞
如
の

一
元
論
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
阿
梨
耶
識
と
等
置
す
る
必
要
が
あ

っ
た
か
と
い
え
ば
、
海
東
疏

(大
必
-
二
〇
八
c
)
に
、

眞
如
門
に
は
能
生

の
義
無
き
を
以
て
の
故
に
、
今
、
此
の
識

(阿
梨
耶
識
)
に
於
い
て
亦
た
生
の
義
を
説
く
、
生
滅
門
中
に
能
生
の

義
有
る
が
故
に
。

と

い
う
よ
う
に
、
眞
如
の
不
備
を
補
う
た
め
で
あ

っ
た
。
賢
首
義
記
に
い
う

(大
姐
-
二
四
三
c
)、

此
の
宗
の
中
に
は
如
来
蔵

(11
眞
如
)
随
縁
し
て
阿
頼
耶
識
と
成
る
こ
と
を
許
す
。

ハを

「
随
縁
」
と
は
無
明
の
妄
念
に
し
た
が
う
こ
と
で
あ
る

(不
守
自
性
)。
か
く
し
て
始
め
て
眞
如
は
万
物
を
生
成
す
る
宇
宙
論
的
原
理
た
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り
え
た
の
で
あ
る
。

「
能
知
性
」
に
つ
い
て
は
次

の
よ
う
に
い
わ
れ
る

(大
乗
義
章

一
、
大
必
ー
四
七
二
c
)、

能
知
性
な
る
者
は
謂
わ
く
眞
識
心
な
り
。
此
の
眞
心
は
覚
知

の
性
な
る
を
以
て
、
無
明
と
合
し
て
便
ち
妄
知
を
起
こ
す
も
、
無
明

を
遠
離
す
れ
ば
便
ち
正
智
と
為
る
。

若
し
眞
心
な
る
覚
知
の
性
な
る
者
無
く
ん
ば
、
終
に
妄
知
無
く
、
亦
た
正
知
無
か
ら
ん
。
草
木
等
の
如
し
、
智
性
無
き
が
故
に
。

此

の
能
知
性
は
局
り
て
衆
生

の
み
に
在
り
て
非
情
に
は
通
ぜ
ず
。
故
に
経

(浬
葉
経
三
六
)
に
説
き
て
言
わ
く
、
非
仏
性

(と
の

た
め

対
比
)
の
為
に
仏
性
を
説
く
。
非
仏
性
な
る
者
は
、
謂
う
所
は

一
切
の
將
壁
瓦
石
な
り
、
と
。

能
知
性
は
心
法
に
の
み
か
か
わ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

「所
知
性
」
は
色
法
に
も
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。

所
知
性
な
る
者
は
謂
わ
く
如

・
法
性

・
実
際

・
実
相

・
法
界

・
(法
経
)
・
第

一
義
空

・
一
実
諦
等
な
り
。
経
中
に
説
く
が
如
し
、

第

一
義
空
を
名
づ
け
て
仏
性
と
為
す
、
と
。
或

い
は
言
わ
く
、
中
道
を
名
づ
け
て
仏
性
と
為
す
、
と
。
是
く

の
如
き
等

の
言
は
、
当

に
知
る
べ
し
皆
な
是
れ
所
知
性
な
り
と
。

此

の
所
知
性
は
内
外
に
該
通
す
。
故
に
経
に
説
き
て
言
わ
く
、
仏
性
は
空

の
如
く

一
切
処
に
遍
ね
し
、
と
。

「
如

・
法
性

・
実
際
…
等
」
は
皆
な
、
前
に
引
用
し
た
文

の
中
に

「第
四
、
通
じ
て
諸
法
の
自
体
を
説
く
、
故
に
名
づ
け
て
性
と
為
す
」

と
い
う
と
こ
ろ
の
、
「通
じ
て
諸
法
の
自
体
を
説
く
」
言
葉
で
あ
り
、
仏
性
の
同
義
語
で
あ
る
。
経
中
に
説
く

「第

一
義
空
」
「中
道
」
に

つ
い
て
は
、
浬
藥
経
二
七
に
見
え
る
。
し
か
し

「仏
性
は
空
の
如
く

一
切
処
に
遍
ね
し
」
と

い
う
語
句
は
今

の
と
こ
ろ
在
所
を
確
め
て
い

な
い
。
あ
る
い
は

「仏
性
は
猶
お
虚
空
の
如
し
」
(大
12
1
五
八

一
a
)
と
い
う
語
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
め

り

「
内
」
と
は
有
情
を
、
「外
」
と
は
非
情
を
指
す
。
前
に
引
い
た
文
の

「此
の
性
は
唯
だ
是
れ
諸
仏
の
み
の
窮
む
る
所
に
し
て
」
と
い
う

の
は
、
諸
仏
の
み
が
実
践
的
に
き
わ
め
た
道
理
で
あ

っ
て
、
経
論
に
書
か
れ
て
い
る
事
柄
で
は
な
い
と
い
う
含
み
で
あ
ろ
う
。
祖
庭
事
苑

の
逸
話
に
い
う

「仏
語

の
所
謹
無
し
」
の
消
息
と
呼
応
す
る
認
識
で
あ
ろ
う
。
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「
仏
に
就
い
て
以
て
諸
法

の
体
性
を
明
ら
む
、
故
に
仏
性
と
云
う
」
と

い
う

の
は
、
仏
に
即
し
て
諸
法

の
体
性

つ
ま
り
法
性
を
明
ら
か

　レ
　

に
し

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
法
性
を
仏
性
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
と
い
う
意
味

で
あ
る
が
、
宝
性
論

の
仏
性
に
関
す
る
十
種
義
を
引
い

て
解
説
す
る
と
こ
ろ
を
参
照
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
(大
必
ー
四
七
四
c
)

初
め
に
体
性
な
る
者
は
、
論
の
釈
に
三
有
り
。

一
に
は
如
来
蔵
、
染
時

(凡
夫
の
位
)
の
体
な
り
。

二
に
は
法
身
、
浄
時

(仏
菩
薩

の
位
)
の
体
な
り
。
即
ち
前

の
蔵
体

の
顕
わ
れ
て
法
身
と
名
つ
く
る
な
り
。
此
の
二
は
唯
だ
衆
生

に
の
み
就

い
て
以
て
説
く
。

三
に
は
眞
如
の
体
に
し
て
、
旨
は
染
浄
内
外
の
諸
法
に
通
じ
、
体
は
融
し
て

一
味
な
り
、
故
に
説
き
て
如
と
為
す
。

し
ば

義
に
従

っ
て
体
を
辮
ず
れ
ば
、
名
は
乃
ち
無
量
な
る
も
、
且
ら
く
隠

(如
来
蔵
)
顕

(法
身
)
理
実

(眞
如
)
に
随

っ
て
三
を
論

ず
。
此
の
三

(仏
性
)
は
乃
ち
是
れ
諸
法
の
体
な
り
、
故
に
体
性
と
名
つ
く
。

仏
性
は
如
来
蔵
、
法
身
、
眞
如

の
当
体
で
あ
り
、

一
切
諸
法

の
体
性
つ
ま
り
法
性
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
眞
如
の
当
体
で
あ
る
仏
性
は
染

浄
内
外
に
通
じ
る
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
宝
性
論
自
体
は
、
眞
如
は
染
浄
に
通
じ
て
不
変
で
あ
る
と
は
言

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
内
外
に

通
じ
る
と
は
言

っ
て
い
な
い
。
申
国
仏
教
は
、
眞
如
の
概
念
を
変
化
さ
せ
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
法
性
と
等
置
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
仏

　　
ロ

　
　

性
を
非
情
物
に
も
通
じ
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
法
性
と
等
置
さ
れ
た
仏
性
は

「理
性
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
「若

い

え

ど

し
、
理
性
を
説
か
ば
、
性
は
内
外
に
通
ず
。
彼

の
内
外

の
相
に
約
し
て
弁
ず
る
と
錐
復
も
、
而
も
体
は
平
等
に
し
て
非
内
非
外
な
り
」
(大

乗
義
章

一
、
大
必
-
四
七
六
b
)

大
乗
義
章
は
い
う
、

末
を
摂
し
て
本
に
従
わ
し
め
、
虚
を
会
し
て
実
に
入
ら
し
む
れ
ば
、

一
切
諸
法
は
皆
な
是
れ
仏
性
眞
心
の
所
作
な
り
。
夢
中
の
事

の
皆
な
報
心

の
作
な
る
が
如
し
。
此
の
分
中
に
於
い
て
、
能
起

の
心
の
変
じ
て
諸
相
と
為
る
を
ば
、
説
き
て
眞
識
と
為
す
。

一
切
法



　
ド

ソ

は
眞

の
所
作
な
る
を
以
て
、
故
に
浬
葉
に
宣
説
す
ら
く
、

一
切
諸
法
は
悉
く
是
れ
仏
性
な
り
、
と
。
(五
二
六
a
)

末
を
慶
し
て
本
を
談
ず
れ
ば
、
心
性
は
本
浄
な
る
も
縁
起
し
て
無
尽
法
界
を
集
成
す
、
是
れ
其

の
眞
識
な
り
。

(同
)

仏
性
は
三
乗
無
漏
を
縁
起
す
、
之
を
名
づ
け
て
善
と
為
す
。
(四
七
六
a
)

仏
性
は
縁
起
し
て
我
人
を
集
成
す
。
…
又
た
能
く
縁
起
し
て

一
切
法
を
生
ず
る
を
名
づ
け
て
非
無
と
為
す
。
而
も
体
は
常
寂
な
れ

ば
、
称
し
て
非
有
と
日
う
。
(五
二
七
a
)
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〈体
用
論
〉

ハの
　

不
変
不
動
の
眞
如
仏
性
は
、
随
縁
縁
起
し
て

一
切
法
と
な
る
。
で
は
不
動
の
も
の
が
不
動

の
ま
ま
に
ど
う
や

っ
て

一
切
法
と
な
り
う
る

の
か
、
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
こ
れ
も
中
国
思
想
に
特
有
の
体
用
の
論
理
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。

眞
に
体
用
有
り
。
本
浄
の
眞
心
は
之
を
説
き
て
体
と
為
す
。
随
縁
し
て
隠
顕
す
る
を
ば
説
き
て
以
て
用
と
為
す
。
用
は
必
ず
体
に
依

れ
ば
之
を
名
づ
け

て
依
と
為
す
。
体
は
能
く
用
を
持
せ
ば
説
き
て
以

て
持
と
為
す
。
能
持
は
水

の
如
く
、
能
依
は
波

の
如
し
。

(五
三
二
a
)

体
用
の
論
理
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
と
、

一
個
の
宇
宙
論
的
原
理
か
ら
万
有
が
生
じ
る
か
ら
く
り
を
説
明
し
た
も

の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
不
変
の
眞
如

(理
)
が
随
縁
し
て
全
体
ま
る
ご
と

一
切
法

(事
)
に
宿
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

一
切
法
を
し
て

一
切
法
た
ら
し

め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
森
羅
万
象
の

一
個

々
々
が
個
性
を
持
ち
う
る
の
は
、
眞
如

(体
)
の
は
た
ら
き

(用
)
だ
と
す
る
の
で

あ
る
。

一
色

一
香
も
中
道
に
非
ざ
る
は
無
し
と
い
う

の
も
こ
こ
を
指
す
わ
け
で
あ
る
。

金
剛
鉾
に
い
う

(大
46
ー
七
八
二
c
)、

万
法
は
是
れ
眞
如
な
り
、
不
変
に
由
る
が
故
に
。
眞
如
は
是
れ
万
法
な
り
、
随
縁
に
由
る
が
故
に
。

眞
如
を
黄
金
に
た
と
え
る
な
ら
ば
、
黄
金
は
職
人
な
ど
の
縁
に
随

っ
て
-

随
縁
し
て
-

種
々
の
器
と
な

っ
て
も
、
金
で
あ
る
こ
と
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に
お

い
て
は
変
ら
な
い
。
不
変
で
あ
る
。
だ
か
ら
種
々
の
器

(万
法
)
は
す
べ
て
黄
金

「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
る
。

註
(1
)
浬
樂
経
三
七
に
い
う

「非
仏
性
な
る
者
は
、
謂
う
所
は

一

切
の
摘
壁
瓦
石
、
無
情
の
物
な
り
。
是
く
の
如
き
等
の
無

情

の
物
を
離

れ

て
是

れ
仏
性

と
名
つ

く
」
(
大
12
ー

-

五
八

一
a
)
。

(2
)
馬
祖
門
下
の
大
珠
慧
海
は
無
情
仏
性
を
認
め
な

い
。
伝
灯

録
二
十
八
大
珠
慧
海
語
参
照
。
し
か
る
に
こ
れ
に
先
だ

つ

南
陽
慧
忠
は
容
認
す
る
。
祖
堂
集
巻
三
慧
忠
章
参
照
。
ま

た
牛
頭
宗
に
も
草
木
成
仏
を
認
め
る
記
事
が
あ
る
。
絶
観

論
参
照
。

み

(3
)
止
観
輔
行
は
続
け
て
い
う

「此
の
色
香
等
は
世
人
成
な
謂

わ
く
以
て
無
情
と
為
す
と
。
然
れ
ど
も
亦
た
共
に
色
香
は

中
道
な
り
と
許
す
。
無
情
仏
性
は
耳
を
惑
わ
し
心
を
驚
か

ま
さ

す
。
今
且
に
十
義
を
以
て
之
を
評
し
、
理
に
於

い
て
惑
わ

ざ
ら
し
め
ん
と
す
。
云
云
」
。

(4
)
高
僧
伝
七
竺
道
生
章
参
照
。

(5
)
「図
説
イ
ン
ド
仏
教
の
仏
性
論
-
宝
性
論
研
究
ノ
ー
ト
ー
」

(『禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
31
号
)

(6
)
「無
二
」
と
は
唯

一
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
性
は
、
天

空
の
月
の
よ
う
に
唯

一
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
が
森
羅
万

(
7

)

(
8

)

(
9

)

　

ll
)

　

10
)

(眞
如
)
で
あ
る
。
世
界
は
眞
如
仏
性
で
あ
り
、

象
と
な

っ
て
現
わ
れ
る
と
い
う
の
が
、
中
国
仏
教
の
仏
性

論
で
あ
る
。

な
お
こ
の
句
の
理
解
の
仕
方
に

つ
い
て
は
、
旧
稿

「動
中

有
静
論
考
-
肇
論
と
中
国
仏
教

(
序
)
1
」
(
『禅
学
研

究
』
八
十
九
号
、
平
成
二
十
三
年
三
月
)
参
照
。

元
康
の
肇
論
疏
下

(大
45
ー

二
〇
〇

a
)
に
い
う

「此
の

論
の
凡
そ
引
く
所
の
経
に
乃
ち
二
体
有
り
。

一
に
は
名
を

標
し
、
二
に
は
名
を
標
せ
ず
。
標
す
る
者
は
是
れ
経
の
全

文

(き
ち
ん
と
し
た
文
章
)
な
り
。
標
せ
ざ
る
者
は
諸
経

の
大
況

(あ
ら
ま
し
)
な
り
。
未
だ
必
ず
し
も
全
く
は
然

ら
ざ
れ
ど
も
、
多
く
此
く
の
如
き
な
り
」。

浬
樂
無
名
論
の

「施
こ
す
こ
と
之
よ
り
広
き
は
莫
し
、
故

に
乃
ち
無
名
に
帰
る
」
(大
45
f

一
五
八
c
)
と

い
う
句

に
対
す
る
恵
達
疏
の
解
説
に

「無
為

の
道
は
通
じ
て
万
物

を
生
ず
る
こ
と
を
為
し
て
、
而
も
持
し
て
其
の
功
を
顕
わ

さ
ざ
る
な
り
」
(卍
続
蔵
経

一
五
〇
冊
八
四
七
上
)
と
あ

る
。

大
般
浬
桀
経
二
十
七

(大
12
1
五
二
三
c
)

智
度
論
三
十
二

(大
25
1

二
九
八
b
)。
た
だ
智
度
論
で
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(12

)

(13
)

は
仏
性
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
法
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
こ
と
に
注
意
。
同
じ
巻
の
別
の
場
所
で
は

「法
性
な
る

者
は
前

に
説
き
し
が
如
く
、
各

々
法
空
に
し
て
、
空

に

し
な
じ
な

と
も

い

っ
く

う
た

差
品
有
る
を
是
れ
如
と
為
し
、
同
に

一
空
為
る
を
是
れ
法

性
と
為
す
」
(
二
九
七
c
)
と

い
う
よ
う
に
、
智
度
論
の

法
性
は
空
性
を
指

す
。
大
乗
義
章

二

(大
必
-
四
八
八

a
)
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

浬
葉
経
二
八
の
正
因
仏
性
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
に
い

う

「世
尊
よ
、
盟
曇
姓
は
称
し
て
阿
域
耶
姓
と
為
す
こ
と

を
得
ず
、
阿
抵
耶
姓
も
亦
た
程
曇
姓
を
称
す
る
こ
と
を
得

ざ
る
が
如
く
.
尼
拘
陀
子
も
亦
た
復
た
是
く
の
如
し
、
称

し
て
怯
陀
羅
子
と
為
す
こ
と
を
得
ず
、
怯
陀
羅
子
は
称
し

て
尼
拘
陀
子
と
為
す
こ
と
を
得
ず
。
猶
お
世
尊
は
程
曇
の

種
姓
を
捨
離
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
が
如
く
、
衆
生
の
仏
性

も
亦
た
復
た
是
く
の
如
し
。
是
の
義
を
以
て
の
故
に
当
に

知
る
べ
し
、
衆
生
は
悉
有
仏
性
な
り
と
」
。
世
尊
が
嬰
曇

の
血
筋
を
は
な
れ
な
い
よ
う
に
、

一
切
衆
生
は
仏
陀
の
血

筋
を
は
な
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う

の
で
あ
る
。

「
阿
梨
耶
な
る
者
は
、
此
の
方
に
正
翻
し
て
名
づ
け
て
無

没
と
為
す
。
生
死
に
在
り
と
錐
も
失
没
せ
ざ
る
が
故
な

り
。
義
に
随

っ
て
傍
翻
す
る
に
、
名
は
別
に
八
有
り
。

一

に
蔵
識
と
名
つ
く
、
如
来

の
蔵
は
此
の
識
と
為
る
が
故

に
。
・二
に
聖
識
と
名
つ
く
、
大
聖
の
用
い
る
所
を
出
生
す

る
が
故
に
。
三
に
第

一
義
識
と
名
つ
く
、
殊
勝
な
る
以
て

の
故

に
。
四
に
浄
識
と
名
づ
け
、
亦

た
無
垢
識
と
名
つ

く
、
体
は
不
染
な
る
が
故
に
。
故
に
経

(勝
婁
経
)
に
説

き
て
自
性
浄
心
と
為
す
。
五
に
眞
識
と
名
つ
く
、
体
は
妄

に
非
ざ
る
が
故
に
。
六
に
眞
如
識
と
名
つ
く
。
七
に
家
識

と
名
づ
け
、
亦
た
宅
識
と
名
つ
く
、
是
れ
虚
妄
法
の
所
依た

め

の
処
な
る
が
故
に
。
八
に
本
識
と
名
つ
く
、
虚
妄
心
の
与

に
根
本
と
為
る
が
故
に
。」

(大
44
1

五
二
四

c
)

(14
)
法
蔵
の
大
乗
起
信
論
義
記
に
い
う

「
又
た
阿
梨
耶
及
び
阿

頼
耶
な
る
者
は
、
但
だ
梵
言

の
説
な

る
の
み
」
(大
必
ー

二
五
五

c
)

(15
)
浄
影
疏
に

い
う

「謂
う
所
の
不
生
不
滅
と
は
其
め
体
の
常

住
な
る
な
り
。
随
縁
し
て
妄
と
成
る
も
而
も
体
は
無
常
な

る
に
は
非
ず
。
上
に
説
き
し
が
如
し
。
此
の

一
句
は
正
に

体
の
常
な
る
こ
と
を
表
わ
す
。
生
滅
と
和
合
し
と
は
ハ
随

縁
し
て
、
妄
を
し
て
和
合
し
て

一
な
る
が
如
か
ら
し
む
る

な
り
。
此
の

一
句
は
妄
に
随
う
の
義
を
明
ら
む
。

一
に
非

ず
と
は
、
性

の
常
住
な
る
が
故
な
り
。
異
に
非
ず
と
は
、

和
合
せ
し
む
る
が
故
な
り
。
此
の
二
句
は
随
縁
の
相
を
辮

ず
る
な
り
」
(大
必
ー

一
八
二
c
)

(16
)
「内
外
と
言
う
者
は
、
義
も
て
両
門

に
別
る
。

一
に
は
相

に
随

っ
て
以
て
分
か
ち
、
二
に
は
情
理
相
い
対
す
。
相
に

随
う
と
言
う
者
は
、
衆
生
を
内
と
為
し
、
山
河
大
地
非
情
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(
17
)

(18
)

も

し

物
等
、
之
を
以
て
外
と
為
す
。
若
当
彼
の
因
果
の
性
を
説

か
ば
局
り
て
衆
生
に
在
り
、
是
れ
内
な
り
と
言
う
を
得
。

若
し
理
性
を
説
か
ば
、
性
は
内
外
に
通
ず
」
(大

必
-

四
七
六
b
)。
所
知
性
は
理
性
と
も
呼
ば
れ
る
。

「十
種
義
有
り
、
此
の
十
種
に
依
り
て
、
第

一
義
実
智
の

境
界
た
る
仏
性

の
差
別
を
説
く
と
応
に
知
る
べ
し
」

(大

31
1
八
二
八
b
)

仏
性
と
法
性
と
の
関
係
を
め
ぐ

っ
て
は
金
剛
鉾
に
次
の
よ

う
な
議
論
が
あ
る

(大
46
1
七
八
三

a
～
b
)、

是
こ
に
於

い
て
野
客
は
恭
し
く
退
き
、
呉
脆
し
て
諮
り
て

曰
わ
く
、
僕
は
曽

つ
て
人

の
大
智
度
論
を
引

い
て
云
う
を

聞
け
り
、
眞
如
は
無
情
中
に
在
り
て
は
但
だ
法
性
と
名
づ

は
じ

く
る
の
み
に
し
て
、
有
情
内
に
在
り
て
方
め
て
仏
性
と
名

つ
く
と
。
仁
は
何
が
故
に
仏
性
の
名
を
立

つ
る
や
。

余
日
わ
く
、
親
し
く
曽

つ
て
委
読
細
検
せ
し
に
、
論

の
文

に
は
都
べ
て
此
の
説
無
し
。
或

い
は
恐
ら
く
謬
り
て
章
疏

の
言
を
引
き
て
、
世
よ
共
に
之
を
伝
え
し
な
ら
ん
。
眞
如

随
縁
は
即
ち
仏
性
随
縁
な
り
。
仏
の

一
字
は
即
ち
法
仏

(法
身
仏
)
な
り
。
故
に
法
仏
と
眞
如
と
は
体
は

一
に
し

て
名
の
異
な
る
の
み
。
故
に
仏
性
論
第

一
に
云
わ
く
、
仏

性
な
る
者
は
、
即
ち
人
法
二
空
所
顕
の
眞
如
な
り
、
と
。

当
に
知
る
べ
し
、
眞
如
は
即
ち
仏
性

の
異
名
な
る
こ
と

を
。
故
に
知
る
、
法
性
の
名
は
無
情
中
の
眞
如
に
専
ら
に

せ
ざ
る
こ
と
を
。

(19
)
浬
桑
経

の
言
葉
は
未
だ
検
出
し
え
て

い
な
い
。

(20
)
四
論
玄
義
七
に
い
う

「地
論
師
云
わ
く
、
分
別
し
て
之
を

言
わ
ば
三
種
有
り
。

一
に
は
是
れ
理
性
、
二
に
は
是
れ
体

性
、
三
に
は
是
れ
縁
起
性
。
隠
の
時

に
は
理
性
と
為
し
、

顕
の
時
に
は
体
性
と
為
し
、
用
の
時

に
は
縁
起
性
と
為
す

な
り
」
(卍
続
蔵
経
七
四
冊
九
三
上
)

(補
注
)
吉
蔵
の
大
乗
玄
論

(大
必
-
三
五
b
)
に
十

一
家

の
仏

性
説
を
挙
げ
て
、

一
つ
一
つ
破
洗
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
う
ち

二
家
は

「色
法
」
を
仏
性
と

し
、
五
家

は

「
心

法
」
を
仏
性
と
し
、
残
る
四
家
は

「
理
」
を
仏
性
と
す
る

よ
う
で
あ
る
。
色
法
で
も
な
く
心
法

で
も
な
く
、
し
か
も

両
者
に
通
じ
う
る
存
在
と
し
て
、
「
理
」
と
い
う
概
念
は
、

古
く
か
ら
中
国
仏
教
に
お
い
て
重
宝
さ
れ
て
い
る
。
中
国

思
想
に
お
い
て
は
宇
宙
論
的
原
理
を
表
わ
す
言
葉
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
。


