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(
1
)

部

派
仏
教
に
お
け
る
心
性
本
浄
説
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
る
。
原
始
仏
教

に
お
い
て
は
現
象
心
以
外

の
心
、

(
2
)

す
な
わ
ち
心
性
は
問
題
に
さ
れ
ず
、
明
確
に
心
性
本
浄
説
と
呼
び
得
る
よ
う
な
思
想
は
な
か

っ
た
が
、
部
派
仏
教
に
至

る
と
心
性
論
が
だ

ん
だ
ん
熟
し
て
き
て
、
大
乗
仏
教

の
如
来
蔵
説

の
源
流
の

一
つ
で
あ
る
自
性
清
浄
心
思
想
が
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
後
世
、
徳
慧
が

『随
相
論
』
に
お
い
て

「僧
祇
等
の
部
の
説
く
が
如
し
。

衆
生
の
心
性
は
本
よ
り
浄
な
る
も
、

客
塵

に
汚
さ
る
。
浄
と
は
是
れ
三
善
根
な

(
3
)

り
。

衆
生
に
は
無
始

の
生
死
已
来
、
客
塵
有
り
」
と
言

っ
て
い
る
よ
う
に
、
「僧
祇
」
す
な
わ
ち
大
衆
部

の
心
性
本
浄
説
は
と
く
に
有
名

で
あ

っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
の

「等
」
が
正
確
に
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
は
っ
き
り
と
部
派
名
が
明
ら
か
に

な

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
衆
部
系
諸
部
派
だ
け
で
な
く
、
分
別
論
者
、

一
心
相
続
論
者
と
称
さ
れ
る
団
体
も
同
様

の
主
張
を
な

し
て

い
た
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
心
性
本
浄
説
が
発
達
し
て
き
た
こ
と
の
背
景
と
し
て
、

釈
尊
が
否
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

「
性
」

(で
轟
耳
蔚

。。<
甲

び
冨

く
2

讐
8
9♪

簿
6・)

と
い
う
観
念
が

部
派
仏
教
に
至

っ
て
発
達
し
て
き
た
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

ニ
カ
ー
ヤ

の
段
階
で
は
心
性

(
4
)

(6葺
9
-℃
接
9
ミ
℃
轟
犀
誉
})

は
言
う
に
及
ぼ
ず
、

℃
欝
9鋤

そ
の
も
の
さ
え
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
部
派
仏
教
で
は
心
性
本
浄
説
を

主
張
し
た
部
派
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
れ
を
否
定
し
た
有
部
や
パ
ー
リ
上
座
部
で
さ
え
も
、
「
性
」
の
観
念
の
影
響
か
ら
全
く
自
由
で
あ

っ
た
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(
5

)

と

は
言
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

「性
」
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
発
達
し
て
き
た
か
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
明
ら
か
に
心
性
本
浄
説
を
主
張
し
た
と
言
い
得
る
部
派
の
論
書
が
現
在
残

っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

現
存

し
て
い
る
の
は
、

『
舎

利
弗
阿
毘
曇
論
』
を
除
け
ば
、
心
性
本
浄
説
を
破
斥
し
た
側
の
論
書

の
み
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
心
性
本
浄
説
成
立

の
過
程
に
ま
で
触
れ
て

は

い
な
い
の
で
、
資
料
は
十
分
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
し
か
も
、
諸
先
覚
が
使
用
さ
れ
た
資
料
の
他
に
筆
者
が
新

し
い
資
料
を
見

つ
け

た
と
言
え
る
ほ
ど
で
も
な
い
の
で
、
本
稿
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
諸
先
覚
の
意
見
が
ま
と
ま

っ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
筆
者
自
身
の
考
え
が
諸
先
覚
の
説
の
ど
れ
か
と

一
致
す
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
で
、

こ
こ
で
も
う

一
度
各

論
書
ご
と
に
心
性
本
浄
説
を
整
理
し
直
し
て
み
た
い
と
思
う
。

『
舎
利
弗
阿
毘
曇
論
』

最
初
に

『舎
利
弗
阿
毘
曇
論
』
を
と
り
あ
げ
た
い
。
本
書
は
伝
説
で
は
舎
利
弗

の
作
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
事
実

で
あ
る
と
は
認
め
ら

(
6
)

れ

な
い
。
訳
者
は

『大
正
蔵
』
に
よ
れ
ば

「挑
秦
尉
賓
三
蔵
曇
摩
耶
舎
共
曇
摩
堀
多
等
」
と
あ
る
。
成
立
時
期
は
現
存
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
論

書
と
し
て
は
比
較
的
早
期
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
多
く

の
学
者
は
紀
元
前
後

の
頃
と
し
て
い
る
。
所
属
部
派
に
つ
い
て
は
、
長
年

い
ず
れ
と

(
7
)

も
断
定
し
か
ね
る
状
態
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
、

A
.
バ

ロ
ー
氏
、
水
野
弘
元
氏
に
よ

っ
て
法
蔵
部
説
が
主
張
さ
れ
、
現
在
で
は
こ
の
説
が
有

力

で
あ
る
。

本
書
は
後
世
心
性
本
浄
説
の
教
証
と
さ
れ
た

『増
支
部

一
ー
六
経
』

の
文
章
を
、
多
少
改
変
を
加
え
た
上
で
引
用
し
て
い
る
こ
と
で
有

名

で
あ
る
。
書
き
下
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

心
性
は
清
浄
な
り
。
客
塵

の
為
に
染
せ
ら
る
。
凡
夫
は
未
だ
聞
か
ざ
る
が
故
に
、
如
実
に
知
見
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
亦
た
心
を
修
す

る
こ
と
無
し
。
聖
人
は
聞
く
が
故
に
如
実
に
知
見
し
、
亦
た
心
を
修
す
る
こ
と
有
り
。

心
性
は
清
浄
な
り
。
客
な
る
塵
垢
を
離
る
。
凡
夫
は
未
だ
聞
か
ざ
る
が
故
に
、
如
実
に
知
見
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
亦
た
心
を
修
す
る
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(
8
)

こ
と
無
し
。
聖
人
は
聞
く
が
故

に
能
く
如
実
に
知
見
し
、
亦
た
心
を
修
す
る
こ
と
有
り
。

比
較

の
た
め
に

『増
支
部
』
の
文
章
を
和
訳
し
て
み
る
と
、
次

の
通
り
で
あ
る
。

比
丘
た
ち
よ
、
こ
の
心

6葺
9

は
光
浄

℃
普
ず
霧
。。9
§

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
実
に
、
客
な
る
諸
随
煩
悩

に
よ

っ
て
雑
染
さ
れ
て
い

る
。
無
聞
の
凡
夫
は
そ
れ
を
如
実
に
は
知
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

に
無
聞

の
凡
夫
に
は
心
の
修
習
が
な
い
、
と
私

は
言
う
。

比
丘
た
ち
よ
、
こ
の
心
は
光
浄

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
実

に
、
客
な
る
諸
随
煩
悩
か
ら
解
脱
し
て
い
る
。
有
聞

の
聖
弟
子
は
そ
れ
を

(
9
)

如
実
に
知
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
有
聞
の
聖
弟
子
に
は
心
の
修
習
が
あ
る
、
と
私
は
言
う
。

『
増
支
部
』
で
は
単
に

「
心
」
と
あ
る
部
分
が
、

本
書
で
は

「
心
性
」
と
な

っ
て
い
る
所
に
問
題
が
あ
る
。

ブ

ッ
ダ
ゴ
ー
サ
著
の

『増

(
10

)

支

部

』

の
註

訳
書

で
あ

る

『
マ

ノ
ー

ラ

タ

・
プ

ー

ラ

ニ
ー
』

に

お

い

て
も

、

同

じ

く
ブ

ッ
ダ

ゴ

ー

サ
著

と

さ

れ

る

『
法

集

論

』

の
註

訳
書

(
11
)

で
あ
る

『
ア
ッ
タ

・
サ
ー
リ

ニ
ー
』

に
お
い
て
も
、
『増
支
部
』
の
引
用
文
は
単
に

6律
9

で
あ
り

6
葺
9も
欝
凶
誌

で
は
な
い
こ
と
か
ら
、

『増
支
部
』

の

♂
葺
暁
、
は
、

ブ

ッ
ダ
ゴ
ー
サ
の
時
代
で
あ
る
五
世
紀
を
含
め
て
、

一
貫
し
て
改
変
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
、

と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
は
本
書
に

「
心
性
」
と
あ
る
の
は
本
書
の
原
作
者
の
改
変
で
あ
る
の
か
、
漢
訳
者

の
改
変

で
あ
る
の
か
。

『
舎
利
弗
阿
毘
曇
論
』
は
ω
問
分
②
非
問
分
③
摂
相
応
分
㈲
緒
分
と
い
う
四
つ
の
部
分
か
ら
成

っ
て
お
り
、

先

の
引
用
文
は
第
二
七
巻

の

「
緒
分
仮
心
品
第
七
」

の
冒
頭
に
出
て
く
る
。

そ
し
て
こ
の
引
用
文

の
す
ぐ
あ
と
に
、

「今
、
当

に
仮
心
の
正
門
を
集
む
べ
し
」
と
言

っ
て
、

一
四
六
種
と
言
わ
れ
る
仮
心
を
列
挙
し
て
解
説
を
加
え
て
い
る
。
仮
心

の
解
説
が
主
題
で
あ
る
か
ら
、
冒
頭

の
引
用
文

は
、

「心

性
」

で
は
な
い
ほ
う
が
よ
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
も
し

「心
」
な
ら
ば
、
本
書
が
心
性
本
浄
説
を
主
張
し
た
と
言
う
た
め
の
根
拠

は
な

く
な
り
、

話
は
簡
単
で
あ
る
が
、

わ
ざ
わ
ざ
仮
心
と
断
わ
る
以
上
、

心
を
仮
心
と
実
心

(
U
自
性
心
)
と
に
分
け

た
上
で
の
考
察

で
あ

り
、
本
書

の
原
文
が
す
で
に

「心
性
」
と
な

っ
て
い
た
と
も
考
え
得
る
。
そ
う
で
あ
る
と
し
て
本
書

は
心
性
本
浄
説
を
積
極
的

に
認
め
る

立
場

に
あ

っ
た
か
、
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
諸
先
覚
は
、
水
野
弘
元
氏
以
外
、
決

し
て
積
極
的
と
は
言

え
な

い
に
し
て
も
、
本
書
が
心
性
本
浄
説
を
主
張
す
る
こ
と
を
認
め
て
お
ら
れ
る
。
た
と
え
ぽ
西
義
雄
氏
は
、

一
四

六
種
の
仮
心
の
中
に
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も

「
本
浄
な
る
心
性

の
性
格
を
示
す
も
の
二
三
に
就
い
て
検
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
し
、
「
無
勝
心
」
「金
剛
心
」
等
を
例
に
出
し
て

(
12
)

お
ら
れ
る
。
し
か
し
氏
自
身
も

「如
来
清
浄
な
る
心
性
の
性
格
」
「
如
来
の
本
性
清
浄
心
」
と
言
わ
れ
る
ご
と
く
、

こ
の
箇
所
で
は
、

多

く

の
種
類

の
心

の
特
徴
を
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
解
説
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
す
べ
て
の
人
々
の
心
に
共
通
で
あ
る

一
般
的
な
特
徴
を
解
説

し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
事
実
と
し
て
す
で
に
悟

っ
て
い
る
如
来

の
心
が
本
来
清
浄
で
あ
る
、
と
言

っ
て

み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ほ
ど
意
味
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
大
衆
部

の
心
性
本
浄
説
が
如
来
蔵
思
想

の
源
流
の

一
つ
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
論
典
自
身
は

「
一
切
衆
生
」
と
明
言
し
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
聖
者
の
範
囲
を
飛
び
出

し
て
、
い
ま
だ
悟

っ
て

い
な
い
衆
生
の

一
般
的
な
心
の
本
性
が
清
浄
で
あ
る
と
主
張
し
た
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
如
来
蔵
思
想
史
に
お
い
て
、
如
来
蔵
思
想
的
な
表
現

は
か
な
り
古
い
資
料
に
見
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
如
来
蔵
思
想

の
成
立
を

『如
来
蔵
経
』
の

コ

切
衆
生
如
来
蔵
」
ま
で
待
た
ね
ぽ
な
ら

な
い
の
と
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
本
書
の
心
性
本
浄
説
が

「仮
心
品
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
軽
視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「仮
心
品
」
は
、

冒
頭
に
先
の
引
用
文
を
載
せ
る
。

長
さ
に
し
て

『大
正
蔵
』
で
四
行
程
で
あ
り
、
内
容
と
い
え
ぽ
、

『増
支
部
』
を

改

変
し
た
引
用
文

の
み
で
あ
り
、
解
説
は

一
字
も
付
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
あ
と
に
、
仮
心
の
解
説
が
延

々
と
二
頁
半
以
上
に
亘

っ
て
続
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
書
は
三
〇
巻
か
ら
成
る
大
著
で
あ
る
が
、
心
の
清
浄
を
説
く
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
こ
の
箇
所
以
外

に
は

心
性
本
浄
説
ら
し
き
も
の
さ
え
見
あ
た
ら
な
い
。
「仮
心
品
」

の
前
は

「触
品
」、
後

は

「十
不
善
道
品
」

で
あ
り
、
前
後
と
関
連
が
あ
る

と
も
見
難
い
。

こ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
突
然
な
ぜ
心
性
本
浄
説
が
現
わ
れ
る
の
か
筆
者
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

本
書
が
法
蔵
部
所
属
と
結
論
さ
れ
る
前
に
は
、
有
力
説
と
し
て
檀
子
部
、
有
部
、
正
量
部
等
の
上
座
部
系
部
派
が
候
補

に
あ
げ
ら
れ
、

大
衆
部
や
分
別
論
者
と
の
共
通
点
は
そ
れ
ほ
ど
有
力
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
大
衆
部

と
の
共
通
性
を
指
摘

す
る
最
大
の
理
由
は
、
今
問
題
と
し
て
い
る
心
性
本
浄
説
で
あ
る
か
ら
、
筆
者
自
身
は
水
野
氏
の
法
蔵
部
説

に
は
説
得
力
が
あ
る
と
考
え

(
13

)

て
い
る
。

『異
部
宗
輪
論
』
に
よ
れ
ば
、

大
衆
部
の
分
派
で
あ
る
多
聞
部
は
逆

に
有
部

の
説
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
本
書
の
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(
14

)

所
属
部
派
と
さ
れ
る
上
座
部
系

の
法
蔵
部
は
大
衆
部
と
共
通
点
が
多
い
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
上
座
部
系
所
属

の
本
書
が
大
衆
部
系
の
心
性

本
浄
説
を
主
張
し
た
と
し
て
も
決
し
て
不
思
議
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
本
書
が
法
蔵
部
所
属
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
法
蔵
部
が
心
性
本

浄
説
を
主
張
し
た
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
が
、
今

の
と
こ
ろ
そ
の
よ
う
な
資
料
は
見

つ
か
っ
て
い
な
い
。

『
異
部
宗
輪
論
』
等
の
北
方

系
論
書

で
は
、
大
衆
部
系
の
部
派
、
分
別
論
者
、

一
心
相
続
論
者
だ
け
で
あ
る
。
ブ

ッ
ダ
ゴ
ー
サ
の

『
論
事
註
』
で
は
大
衆
部
系

の
ア
ソ

(
15
)

ダ
カ
派
が
心
性
本
浄
説
ら
し
き
説
を
主
張
し
た
こ
と
を
紹
介
す
る
だ
け
で
、
後
世
に
至
る
ま
で
法
蔵
部
に
関
す
る
資
料

は
な
い
。
し
た
が

(
16
)

っ
て
法
蔵
部
が
大
衆
部

に
近

い
と
は
言

っ
て
も
、
法
蔵
部
が
心
性
本
浄
説
を
主
張
し
た
と
い
う
た
め
の
根
拠
は
見
出
し
難
い
の
で
あ
る
。

と

は
言
う
も
の
の
、
本
書

に
心
性
本
浄
説
が
現
わ
れ
る
の
は
事
実
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
ど
う
解
釈
す
れ
ば
よ

い
の
で
あ
ろ
う
か
。

残
念

な
が
ら
、
今

の
と
こ
ろ
筆
者
に
は
わ
か
ら
な
い
。
心
性
本
浄
説
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
先
述
の
よ
う
に

前
後

の
文
脈
と
の
関
係
が
稀
薄
で
あ
る
の
で
、
本
書
が
ど
う
い
う
意
図
で
引
用
し
て
い
る
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
仮
心

に
対
す
る
実
心
を

論
じ
て
い
る
様
子
も
な
い
の
で
、
こ
の
引
用
を
肯
定
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
さ
え
わ
か
ら
な
い
。

「
心
性
は
本
浄
で
あ
る
が
、
仮
に
次
の

よ
う
な
種

々
の
形
態
を
と
る
」
と
い
う
解
釈
も
で
き
る
反
面
、

「心
性
本
浄
説
も
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
仮
心
品

で
は
そ
れ
を
論
ぜ

ず
、
以
下
仮
心
に
つ
い
て
述
べ
る
」
と

い
う
解
釈
も
不
可
能
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

『
舎
利
弗
阿
毘
曇
論
』
あ
る
い
は

法
蔵
部
が
心
性
本
浄
説
を
主
張
し
た
と

い
う
資
料
が
見

つ
か
ら
な
い
現
在
、
こ
の
箇
所
だ
け
を
根
拠
に
本
書
が
心
性
本
浄
説
を
主
張
し
た

(
17

)

と

す

る

の
は
無

理

で
あ

る
、

と

考

え

る
。

最

後

に
、

西

氏

、

水

野

氏

と

も

、

こ

の
文
章

は

『
増

支

部

』

か

ら

の
引

用

で
あ

り
大

衆

部

の
影

響

に
よ

る

と

は
限

ら

な

い
、

と

言

わ
れ

る
が

、

『
マ
ノ

ー

ラ

タ

・
プ

ー

ラ

ニ
ー
』

『
ア

ッ
タ

・
サ

ー
リ

ニ
…
』

と

も

..6
葺

甲
℃
涛

9
鉱
..
で

は

な

く

正
確

に

..6
葺

9
、.
と

引

用

し

て

い

る

こ
と

に

よ
り

、

『
増

支

部

』

自

体

は
成

立

時

か

ら

一
貫

し

て
改

変

さ

れ

る

こ
と

は
な

か

っ
た

の

(
18
)

で
あ

る
か
ら
、
直
接

『増
支
部
』
か
ら
引
用
し
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
他
に
影
響
を
受
け
る
よ
う
な
部
派

の
存
在
も
考
え
ら
れ
な
い

の
で
、
や
は
り
大
衆
部
系
の
説
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。



部派仏教の心性本浄説について154

二

『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』

『
婆
沙
論
』
(玄
奨
訳
)
で
は
、
か
な
り
は
っ
き
り
と
し
た
心
性
本
浄
説
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
、
如
来
蔵
思
想
の
源
流
の

一
つ

で
あ
る
と
し
て
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
以
下
の
論
書
は
す
べ
て
明
ら
か
に
能
破
者

の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
心
性
本
浄
説
自

体

の
詳
細
な
説
明
は
な
い
。
本
書
は
有
部
所
属
な
の
で
、
能
破
者
は
有
部
で
あ
り
、
破
斥
さ
れ
て
い
る
の
は
分
別
論
者
と

一
心
相
続
論
者

と
で
あ
る
。
最
初

に
分
別
論
者

に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
分
別
論
者
の
所
属
部
派
に
つ
い
て
は
、
赤
沼
智
善
氏
や
木
村
泰
賢

(
19
)

氏
等
の
研
究
が
あ
る
が
、
特
定

の
部
派
に
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
赤
沼
氏
が
化
地
部
と
さ
れ
た

の
に
対
し
、
木
村
氏

(
20

)

は
、
『婆
沙
論
』

で
の
分
別
論
者
は
特
定
部
派
で
は
な
く
、

主
と
し
て
大
衆
部
系
中
の
最
も
進
ん
だ
数
派
の
呼
称
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
大

衆
部
系

の
他
に
心
性
本
浄
説
を
主
張
し
た
部
派
は
見
あ
た
ら
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
木
村
氏
の
立
場
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

分
別
論
者

の
心
性
本
浄
説
と
そ
れ
に
対
す
る
本
書

の
批
判

は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

或

い
は
有
る
が
執
す
、
心
性
は
本
浄
な
り
と
。
分
別
論
者
の
如
し
。
彼
は
説
く
、
心
は
本
性
と
し
て
清
浄
な
る
も
、
客
塵
煩
悩
に
染

汚
さ
れ
る
が
故
に
、
相
と
し
て
不
清
浄
な
り
、
と
。
彼
の
執
を
止
め
、

「
心
性
は
本
よ
り
清
浄
な
る
も
客
塵
煩
悩
に
染
汚
さ
れ
る
が

,
故

に
相
は
不
清
浄
と
な
る
」
に
は
非
ざ
る
こ
と
を
顕
示
せ
ん
が
為
な
り
。

若
し
、
心
は
本
性
と
し
て
清
浄
な
る
も
、
客
塵
煩
悩
に
染
汚
さ
れ
る
が
故
に
相
と
し
て
不
清
浄
な
ら
ぽ
、
何
ぞ
客
塵
煩
悩

の
本
性
は

染
汚
な
る
も
本
性
清
浄
心
と
相
応
す
る
が
故
に
其
の
相
は
清
浄
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
若
し
客
塵
煩
悩
は
本
性
と
し
て
染
汚

に
し
て
、
本

性
清
浄
心
と
相
応
す
と
錐
も
而
も
不
清
浄
な
ら
ば
、
亦
た
応
に
、
心
は
本
性
と
し
て
清
浄
に
し
て
、
客
塵
煩
悩

に
由
る
も
相
と
し
て

不
清
浄
な
ら
ざ
る
べ
し
。
義
の
相
似
な
る
が
故
な
り
。

又
、
此
の
本
性
浄
心
は
客
塵
煩
悩
の
先

に
在
り
て
生
ず
と
や
せ
ん
、
倶
時
に
生
ず
と
や
せ
ん
。
若
し
先
に
在
り

て
生
ず
と
せ
ば
、
応

に
心
は
生
じ
已
わ
り
て
住
し
て
煩
悩
を
待

つ
べ
し
。
若
し
爾
ら
ぽ
応

に
二
刹
那
を
経
て
住
す
べ
く
、
違
宗
の
失
が
有
ら
ん
。
若
し
倶
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(
21

)

時

に
生
ず
と
せ
ば
、
云
何
が
心
性
本
浄
と
説
く
べ
け
ん
や
。

こ
こ
で
分
別
論
者
は
明
瞭
な
心
性
本
浄
説
を
主
張
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
本
書
は
、
二
つ
の
理
由
を
あ
げ
て
批
判
を
加
え
て
い
る
。

そ

の
一
つ
め
は
、
清
浄
と
染
汚
と
は
条
件
が
等
し
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
文
章
で
は

「
本
性
」
と

「客
」

の
使
い
方
が
ま
ぎ

ら
わ
し
い
の
で
あ
る
が
、
「
本
性
は
清
浄
で
、

客
塵
煩
悩
に
染
せ
ら
れ
る
か
ら
相
が
不
清
浄
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

ど
う
し
て
、

本
性
が
染
汚
で
あ
る
煩
悩
が
清
浄
な
心
と
相
応
す
る
か
ら
相
が
清
浄
と
な
る
、
と
言
え
な
い
の
か
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
と
思
う
。

つ
ま

り
、
清
浄
心
も
煩
悩
も
同
じ
条
件
で
あ
る
筈
な
の
に
、
ど
う
し
て
清
浄
心
だ
け
が
本
性
と
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ

る
。

こ
の
批
判
は
、
原
始
仏
教

の
思
想
を
根
拠
と
し
て
考
え
る
と
き
、
適
切
な
批
判
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
如
来

の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、

清
浄
心
が
本
性
で
煩
悩
は
客
で
あ
る
と
言
い
得
る
が
、
現
実
に
迷

っ
て
い
る
衆
生
に
お
い
て
は
、
ど
ち
ら
が
本
性
で
あ
り
ど
ち
ら
が
客
で

(
22
)

あ
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

一
切
衆
生
が
結
果
的
に
必
ず
成
仏
す
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
本
書
の

こ
の
批
判
は
、
論
理
的
に
明
快
で
あ
る
と
と
も
に
、
ア
ー
ガ
マ
に
照
ら
し
て
み
て
も
納
得
の
い
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
理
証
と
し

て
も
教
証
と
し
て
も
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次

に
二
つ
め
の
批
判

に
つ
い
て
で
あ
る
。
お
よ
そ

「本
性
浄
心
が
先
に
在

っ
て
、
次
刹
那
に
客
塵
煩
悩
が
染
汚
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
心

は
刹
那
滅
で
あ
る
と
い
う
原
則
に
背
く
。
か
と
言

っ
て
、
浄
心
と
煩
悩
と
が
同
時
に
生
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
浄
心
を
本
性
と
し
て
煩
悩
を

客
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
刹
那
滅
説
は

ニ
カ
ー
ヤ
の
段
階
で
は
ま
だ
見
ら
れ
ず
、
ア
ビ
ダ

ル
マ
時
代
に
な
っ

て
成
立
し
た
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
経
過
で
発
達
し
た
の
か
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
も
、

こ
こ
で
は
刹
那
滅
説
が
常
識

(
23

)

の
ご
と
く
に
扱
わ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
す
べ
て
の
部
派
が
認
め
て
い
た
の
で
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
教
証
を
あ
げ
る
こ
と
も
で
き

ず
、

心
に
関
し
て
は
刹
那
滅
説
に
立

つ
部
派

の
ほ
う
が
有
力
で
あ

っ
た
と
は
い
え
、
認
め
な
い
部
派
が
相
手
で
は
理
証

と
し
て
も
そ
れ
ほ

ど
説
得
力
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

こ

の
引
用
文

の
す
ぐ
あ
と
に
、
も
う

一
度
分
別
論
者
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
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分
別
論
者
な
り
。

彼
は
説
く
、
「染
汚
と
不
染
汚

の
心
は
、

其
の
体
と
し
て
異
な
る
こ
と
無
し
。
謂
く
、
若
し
相
応

の
煩
悩
を
未
だ

断
ぜ
ず
ん
ぽ
染
汚
心
と
名
づ
け
、
若
し
時
に
相
応
の
煩
悩
を
巳
に
断
ず
れ
ば
不
染
心
と
名
つ
く
。
銅
器
等

の
如
く
、
未
だ
垢
を
除
か

(
24

)

ざ
る
時
は
有
垢
器
等
と
名
づ
け
、
若
し
垢
を
除
き
已
ら
ぽ
無
垢
器
等
と
名
つ
く
。
心
も
亦
た
是

の
如
し
」
と
。

こ
こ
で
は
銅
器
の
讐
喩
を
用

い
て
心
を
説
明
し
て
い
る
だ
け
で
、

心
性
本
浄
説
は
出
て
こ
な
い
が
、

「
心
は
不
染
な
る
も

の
が

一
つ
だ
け

あ
り
、
煩
悩

の
未
断
、
巳
断
に
よ
る
相
の
染
浄
に
応
じ
て
、
染
汚
心
、
不
染
汚
心
と
名
づ
け
、
そ
れ
は
銅
器
の
場
合

と
同
様
で
あ
る
」
と

い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
ら
、
心
性
本
浄
説
と
よ
く
合
致
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
引
用
文
の
前
後
で
は
、
「解
脱
す
る
の
は
、

貧
瞑
痴
と
相
応
す
る
心
で
あ
る
の
か
、

相
応

し
な
い
心
で
あ
る
の

か
」
と
い
う
こ
と
が
議
論

の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
本
書
は
相
応
し
な
い
心
が
解
脱
す
る
と
な
す
。
本
書

の
所
属
で
あ
る
有
部

の
心
論
に

お
い
て
は
、
心
所
論
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
心
心
所
相
応
説
は
、

ニ
カ
ー
ヤ
に
全
く
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
部
派
仏
教
で
成
立
し
た

と
考
え
て
よ
い
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
有
部
で
発
達
し
た
。
有
部
の
心
所
論
で
は
、
と
り
わ
け
詳
細
な
煩
悩
論
が
注
意
を
ひ
く
。
有
部
は
、

た
と
え
ぽ
有
貧
心
と
有
瞑
心
と
は
同
じ
不
善
心
で
あ
り
な
が
ら
性
格
的
に
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
を
全
く

の
別
物
と
見
た
。

貧
と
相
応
す
る
と
き
に
は
心
王

o
葺
9
も
貧
に
色
づ
け
ら
れ
、
こ
の

o葺
9。
が
有
瞑
心
と
な
る
と
き

に
は
、
直
前

の
有
貧
心
と
は
全
く
断

絶

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
れ
ら
の
有
貧
瞑
痴
心
に
変
化
が
生
じ
て
解
脱
す
る
の
で
は
な
く
、
無
貧
と
相
応
し
た
無
貧
心
等

(
25

)

が
解
脱
す
る
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
有
部
は
、
「
解
脱
心
は
必
ず
、

煩
悩
と
本
、

相
応

の
義
な
し
」
と
言
う
よ
う
に
、
解

脱
心
と
煩
悩
と
を
完
全

に
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
分
別
論
者
は
、
有
貧
瞑
痴
心
が
解
脱
す
る
と
言
う
。
本
来
清
浄
で
あ
り
な
が
ら
客
塵
煩
悩

に
染
汚

さ
れ
た
状
態
で
あ
る

有
負
瞑
痴
心
が
断
煩
悩
に
よ
っ
て
元
の
清
浄
な
状
態
に
戻

っ
た
と
き
、
そ
れ
を
解
脱
心
と
名
づ
け
、
有
貧
瞑
痴
心
と
解
脱
心
と
は
本
質
的

(
26
)

に

は
同

じ

も

の
で

あ

る

と
考

え

て

い
る

の
で
あ

ろ
う

。

『
論

事

』

は

「
o。
輿

91
αQ
9
日

o
響

9
桓

ぐ
ぎ

g
8

讐
即・
有

負

心

が

解

脱

す

る
」

と

い
う

説

を
紹

介

し

て

お

り
、

ブ

ッ
ダ

ゴ

ー

サ

は

「

"
離
貧

心

に

は
解

脱

の
た

め

の
目

的

と

い
う

も

の
が

な

い
。

ち

ょ
う

ど

汚

れ

た
衣

服

が

洗

わ


