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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
。
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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
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(
27
)

れ
る
と
ぎ
に
垢
か
ら
き
れ
い
に
な
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
、
有
貧
心
が
貧
か
ら
解
脱
す
る
の
で
あ
る
"
と
い
う
邪
執

が
あ
る
。
そ
れ
は

(
28
)

た
と

え
ば

現

在

で

は

ア

ン
ダ

カ
派

の
も

の

で
あ

る
」
と

註

釈

し

て

い

る
。

さ

ら

に
同

じ

く
『
論

事

』
は

「
諺
ざ

ω巴
9
ヨ

⇔
冨
ぢ

℃
9
口
。。き

住
9
冨

諏

(
29
)

犀
器
巴
9
§
q
ド
8
●
不
善
根

は
善
根
に
結
続
す
る
」
と
い
う
説
を
紹
介
し
、

ブ

ッ
ダ
ゴ
ー
サ
は

「
"
一
つ
の
事
物
に
お
い
て
、
〔
心
は
〕
染
著

し
、

離
染
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は
相
互
に
結
続
す
る
"
と
い
う
主
張
に
執
著
し
て
い
る
者
た
ち
が
あ
る
。

た
と
え
ぽ
大
衆
部
で

(
30

)

あ
る
」
と
註
釈
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

一
つ
の
心
が

い
ろ
い
ろ
な
状
態
に
変
化
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
大
衆
部
系

に
特
徴
的
で
あ
る

(
31

)

と
言
え
る
か
ら
、
こ
れ
ら
は
、
分
別
論
者
を
大
衆
部
系
で
あ
る
と
す
る
た
め
の
有
力
な
根
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
有
部
の

「
心
」
は

単
に

o
律
9
で
あ
り
、
心
所
と
相
応
し
な
い
心
は
無
意
味
で
あ
る
か
ら
、
も
と
も
と
有
部
は
心
性
と
い
う
概
念
自
体
を
も
予
想
し
て
い
な

か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に

『婆
沙
論
』
は
、

一
心
相
続
論
者
が
心
性
本
浄
説
ら
し
き
も
の
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

或

い
は
有
る
が
執
す
、
但
だ

一
心
の
み
有
り
と
。
一
心
相
続
を
説
く
論
者
の
如
し
。
彼

は
是
の
説
を
作
す
。
「有
随
眠
心
と
無
随
眠
心

と
は
、
其

の
性
は
異
な
ら
ず
。
聖
道
が
現
前
し
て
煩
悩
と
相
違
す
れ
ば
心
性
と
違
わ
ず
。
煩
悩
を
対
治
せ
ん
が
為

に
し
て
、
心
を
対

治
す
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。
洗
衣

・
磨
鏡

・
錬
金
等
の
如
く
、
物
は
垢
等
と
相
違
す
れ
ど
も
衣
等
と
は
違
わ
ず
。
聖
道
も
亦
た
爾
な

り
。
又
此
の
身
中
に
、
若
し
聖
道
が
未
だ
現
在
前
せ
ざ
れ
ば
煩
悩
が
未
だ
断
じ
ら
れ
ざ
る
が
故
に
、
心
は
有
随
眠

な
り
。
聖
道
が
現

前
す
れ
ば
、
煩
悩
が
断
じ
ら
れ
る
が
故
に
、
心
は
無
随
眠
な
り
。
此
の
心
は
、
有
随
眠
と
無
随
眠
の
時
、
異
な
る
と
難
も
、
而
も
性

は
是
れ

一
な
り
。
衣
鏡
金
等
は
未
だ
溌
磨
錬
等
さ
れ
ざ
る
時
、
有
垢
衣
等
と
名
つ
く
る
も
、
若
し
溌
磨
錬
等
し
已

わ
ら
ば
、
無
垢
衣

等
と
名
つ
く
る
が
如
し
。
有
無
垢
等
の
時
、
異
な
る
こ
と
有
り
と
錐
も
、
而
も
性
に
は
別
無
し
。
心
も
亦
た
是

の
如
し
」
と
。
彼
の

(
32
)

執
を
止
め
ん
が
為
に
、
有
随
眠
と
無
随
眠
と
は
其
の
性
の
各
お
の
異
な
る
こ
と
を
顕
わ
す
。

こ
の
引
用
文
の
内
容
は
、
お
よ
そ

「
一
心
相
続
論
者
は
、
有
随
眠
心
も
無
随
眠
心
も
心
性
は
同

一
で
あ
る
と
言
う
。
院
衣
、
磨
鏡
、
錬

金
等

の
如
く
で
あ
る
9
聖
道
が
現
前
し
な
い
と
き
に
は
心
は
有
随
眠
で
あ
り
、
現
前
す
る
と
き
に
は
無
随
眠
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
の
場
合
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で
も
心
性
は
異
な
ら
な
い
L
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
心
性
本
浄
客
塵
煩
悩
は
説
い
て
い
な
い
。
し
か
し
心
性
の
語
は
十
分
意
識
し
て
使
わ

れ

て
お
り
、
内
容
か
ら
考
え
る
と
、

一
心
が
本
浄
な
る
心
性
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
さ
ら
に
註
(
27
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、

溌
衣
の
警
喩
は
先
程

の
有
垢
器
の
讐
喩
に
似
て
い
る
上
、
『論
事
註
』
に
よ
れ
ぽ
有
貧
心
が
解
脱
す
る
と
な
す
ア
ン
ダ

カ
派
の
讐
喩
と
同
じ

で
あ
る
。
こ
こ
で

「
為
対
治
煩
悩
、
非
対
治
心
」
と
言

っ
て
い
る
の
は
、

一
心
相
続
論
者
も
や
は
り
有
貧
心
解
脱
説

で
あ

っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
先
程

の
分
別
論
者
と
同
じ
く
、
こ
の
主
張
は
心
性
本
浄
説
で
あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
部
分
で
は

『婆
沙
論
』

の
具
体
的
な
批
判
は
見
ら
れ
な
い
。

し
か
し

一
心
相
続
論
者
の

「
心
」

は
、

そ
の
名
が
示
す
通
り
、
相
続
心
で
あ

っ
て
刹
那

滅
心
で
は
な
い
の
で
刹
那
滅
説
に
そ
む
く
。
し
た
が

っ
て
本
書
は
、
分
別
論
者
の
場
合
と
同
様
の
批
判
を
な
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
最

後

に
、
本
書

は

「
有
随
眠
心
与
無
随
眠
心
、
其
性
各
異
」
と
自
説
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の

「
性
」
は
相
手
の
議
論
に
思
わ
ず
嵌
ま
り
込
ん

で
し
ま

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
正
確
な
主
張
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
『婆
沙
論
』
も
心
性
を
認
め
、

そ
の
立
場

は

心
性
浄
不
浄
各
別

説

で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
『
婆
沙
論
』
の
紹
介
に
よ

っ
て
、

分
別
論
者
と

一
心
相
続
論
者
と
が
心
性
本
浄
説
を
主
張
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
両
者
と
も
大
衆
部
系
で
あ
る
と
見
て
間
違
い
な
い
と
思
う
。

三

『
阿
毘
達
磨
順
正
理
論
』

『婆
沙
論
』

の
所
説
を
忠
実
に
受
け
継
ぎ
、
有
部
の
伝
統
を
墨
守
し
た
と
言
わ
れ
る
衆
賢

の

『
順
正
理
論
』
(玄
　

訳
)
も
、
分
別
論
者

が
心
性
本
浄
説
を
主
張
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

分
別
論
者
は
是
の
如
き
言
を
作
す
。
「唯
だ
有
貧
心
の
み
今
解
脱
を
得
。

有
垢
器

の
後
に
其

の
垢
を
除
く
が
如

し
。

頗
砥
迦

の
所
依

の
処
の
顕
色
の
差
別
に
由
り
て
、
異
色
の
生
ず
る
こ
と
有
る
が
如
し
。
是
の
如
く
、
浄
心
が
貧
等
に
染
せ
ら
る
る
を
有
貧
等
と
名
づ

(
33
)

け
、
後

に
還
た
解
脱
す
。
聖
教
も
亦
、
心
の
本
性
は
浄
な
る
も
時
有
り
て
客
塵
煩
悩

に
染
せ
ら
る
、
と
説
く
」

と
。

こ
れ
は
、
有
垢
器
の
讐
喩
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
『婆
沙
論
』

の
分
別
論
者

の
説
と
抵
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
有
貧
心
が
解
脱
す
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る
と

い
う
主
張
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
最
後
に

「聖
教
亦
説
」
と
し
て
、
お
そ
ら
く

『増
支
部
』

の
文
章
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
も
の
が

引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

分
別
論
者
の
伝
持
し
て
い
た
ア
ー
ガ

マ
は
現
存

の
ニ
カ
ー
ヤ
と
は
異
な
り
、
「
心
性
」

と
改

変
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
註
(
18
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、

一
旦
教
証
と
し
て
引
用
さ
れ
る
と
権
威
を
持
つ
よ
う
で
あ
り
、
こ

こ
で
も
批
判
者
は
、
そ
の
よ
う
な
経
文
が
な
い
と
い
う
批
判
は
し
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
批
判
者
と
し
て
は
、
経
説
と
認
め
た
上
で
批

判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
少
し
具
合
が
悪
い
の
で
あ
る
が
、
こ
う

い
う
場
合
に
は
、
未
了
義
と
結
論
す
る
の
が

一
般
的
で
あ
り
、
こ

(
34
)

こ
で
も

「
此
の
経
は
正
理
に
違
す
る
が
故
に
了
義
の
説
に
は
非
ざ
る
な
り
」
と
言

っ
て
い
る
。
『婆
沙
論
』
と
の
も
う

一
つ
の
相
違
点
は
、

さ
ら

に
頗
砥
迦

(ω℃
冨
鼻
♪

水
晶
)
の
馨
喩
が

つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

分
別
論
者
の
説
に
対
す
る
衆
賢

の
批
判

は
非
常

に
詳
細
で
あ
り
、
す
べ
て
を
引
用
す
る
に
は
長
す
ぎ
る
の
で
、
お
お
よ
そ
を
紹
介
す
る

こ
と

に
す
る
。

ま
ず

一
つ
め
の
有
垢
器
の
讐
喩

に
対
す
る
批
判
は
、
「
垢
と
器
と
は
共
に
刹
那
滅
で
あ
る
か
ら
、

有
垢

を
転
じ
て
無
垢
器

と
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
縁
が
合
す
る
か
ら
、
有
垢
器
が
滅
し
て
無
垢
器
が
生
じ
た
と
き
、
垢
を
除
い
た
と
な
す

の
で
あ
る
。
ま

(
35
)

た
、
器
と
垢
と
は
互
為
因
の
関
係
に
は
な
い
か
ら
垢
除
器
が
在
る
と
言
え
る
が
、
心
と
貧
と
は
互
為
因
の
関
係
に
あ
る
か
ら
、
心
が
貧

か

(
36
)

ら
解

脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
批
判
の
理
由
に
刹
那
滅
が
説
か
れ
、
心
と
貧
と
の
問
題
と
共
に

『婆

沙
論
』
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

次

に
分
別
論
者

の
頗
砥
迦
の
讐
喩
の
内
容
は
、
お
よ
そ

「
水
晶
そ
の
も
の
は
無
色
透
明
で
あ
る
が
、
置
か
れ
て
い
る
場
所
の
色
の
違
い

に
よ

っ
て
異
な

っ
た
色
と
な
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
本
浄
で
あ
る
心
性
が
客
な
る
煩
悩
に
よ

っ
て
染
せ
ら
れ
て
有
貧
心
と
な
る
が
、
本
性

自
体

に
変
化
は
な
い
の
で
、

煩
悩
か
ら
解
脱
す
る
と
き
無
貧
心
と
な
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
す
る
衆
賢

の
批
判
は
、

「無
色

透
明
な
る
水
晶
自
体

に
色
が
生
ず
る
わ
け
で
は
な
く
、

そ
の
色
は
水
晶
と
は
別
物
で
あ
り
、

水
晶
自
体
以
外
の
色
を
見
て
い
る
だ

(
37
)

け
で
あ
る
。
も
し
水
晶
自
体
に
色
が
生
じ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
水
晶
で
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
水
晶

は
汚
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
い

う
内
容
で
、
讐
喩
が
不
適
切
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
確
か
に
衆
賢

の
言
う
通
り
で
、
心
と
煩
悩
と
は
こ
の
よ
う
に
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
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れ
な
い
面
が
あ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、
『婆
沙
論
』
の
批
判
と
同
様
に
、

染

の
心
所
と
相
応
す
る
と
き
心
の
体
と

煩
悩
と
は
同
じ
条
件
で

あ

る
と
し
、
も
う

一
度
刹
那
滅
説
を
持
ち
出
し
て
、
「
心
性
が
浄
な
ら
ば
、

理
と
し
て
染
せ
ら
る
る
こ
と
無
し
」
と
言

っ
て
い
る
。

し
か
し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
衆
賢

の
批
判
よ
り
も
む
し
ろ
頗
砥
迦

の
讐
喩
そ
の
も

の
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
、
坂
本
幸
男
氏
が
指

(
38
)

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
讐
喩

は
、
サ
ー
ソ
キ
ヤ
学
派
が
神
我

℃
ξ
蕊
9
と
覚

ぴ
二
&

葺

と
の
認
識
関
係
を
説
明
す
る
と
き
に
用
い

た
も
の
で
あ
り
、
プ
ル
シ
ャ
が
水
晶
に
讐
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
サ
ー
ン
キ
ヤ
学
派
に
お
い
て
プ
ル
シ
ャ
は
、
常
住
不
変
で
実
在

な

る
、
純
粋
な
精
神
的
原
理
で
あ
る
。
物
質
的
存
在

に
お
い
て
プ

ル
シ
ャ
に
対
応
す
る
も

の
が
プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
で
あ

る
こ
と
も
、
周
知

の

事
柄

で
あ
る
。

こ
の
水
晶
の
讐
喩
は
、
決
し
て
サ
ー
ソ
キ
ャ
学
派
だ
け
が
使
う
わ
け
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
の
正
統
的
な
本
体
論
や
原
理
論

の
説
明
に
用
い
ら
れ
、
水
晶

は
本
質
的
に
は
不
変
な
る
実
体
に
讐
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
仏
教
で
使
う
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
意

味

で
使
う
こ
と
は
珍
ら
し
い
と
言
え
る
。
部
派
仏
教
内
の
団
体
で
あ
る
分
別
論
者
が
、

サ
ー
ン
キ
ャ
学
派
と
関
係
の
深
い
本
性

℃
轟
貫
ユ

と

い
う
術
語
や
水
晶

の
讐
喩
を
用

い
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
問
題
は
、
自
性
清
浄
心

・
如
来
蔵
思
想
の
源
を
求
め
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

無
論
、
サ
!
ン
キ
ヤ
学
派

の
プ

ル
シ
ャ
や
プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
と
分
別
論
者
の
本
性
浄
心
と
を

一
緒
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
自
性
清
浄

心
思
想
が
原
始
仏
教

の
思
想
か
ら
か
な
り
乖
離
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

(
39
)

最
後
に
衆
賢

の
立
場
を
見
て
お
き
た
い
。
「本
性

の
心
と
は
、

謂
わ
く
無
記
心
な
り
。
…
…
。

こ
の
心
は
必
ず
浄

に
し
て
染
汚
に
非
ざ

る
が
故
に
」
と
あ
り
、
本
性
心
を
認
め
清
浄
で
あ
る
と
す
る
が
、
そ
の
意
味
は
無
記
心
で
あ
り
染
汚
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
消
極
的
な
清
浄
説
で
あ
る
。
本
性
心
に
対
す
る
客
性
心
と
は
、
本
性
心
以
外
の
心
で
あ
り
、
す
べ
て
の
有
情
が
持

っ
て
い
る
の
で

は
な
い
。
断
善
根

の
者
に
は
必
ず
善
心
は
な
く
、
無
学
位
中

に
は
必
ず
染
が
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
言
う
。
続

い
て
、
河
水
は
本
性
澄
浄
な

る
も
客
塵
に
よ
っ
て
濁
る
と
い
う
讐
喩
を
用
い
、

一
見
心
性
本
浄
説
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
分
別
論
者
の
教
証
を
密
意
説

に
よ
る
も
の
と
し
た
上
で
の
解
釈
で
あ
り
、
「
寧
ぞ
雑
染
心
は
本
性
と
し
て
是
れ
浄
な
ら
ん
や
」
と
、
本
性
浄
心
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
し

て
そ
の
あ
と
心
心
所
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
心
心
所
相
応
説
は
相
続
心
説
と
両
立
し
に
く
く
、
衆
賢



は
有
貧
心
を
修
す
る
の
で
は
な
い
と
す
る
。
最
後
の
部
分
で
は

「貧

の
勢
力
は
不
染
心
を
し
て
転
じ
て
染
汚
を
成
ぜ
し
む
る
に
は
非
ず
。

但
だ
自
性
の
染
汚
心
が
有
り
て
、
起
こ
り
て
貧
と
相
応
す
。
貧
と
相
応
す
る
に
由
り
て
有
貧

の
号
を
得
。
心
性
は
染
に
し
て
、
本
と
貧
に

由
ら
ず
。
故
に
不
染
心
は
本
性
清
浄
に
し
て
、
諸
染
汚
心
は
本
性
染
汚
な
り
。
此
の
義
は
決
定
し
て
、
傾
動
す
べ
か
ら
ず
」
と
言

っ
て
、

自
ら

の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
『
婆
沙
論
』
の
と
き
と
同
様
、

や
や
分
別
論
者
の
心
性
本
浄
説

に
引
き
ず
ら
れ

た
き
ら
い
は
あ
る

が
、
衆
賢
の
立
場
は
心
性
浄
不
浄
各
別
説
で
あ
る
と
考
え
て
間
違

い
な
い
よ
う
に
思
う
。

四

『成

実

論
』
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詞
梨
践
摩
の

『
成
実
論
』
(鳩
摩
羅
什
訳
)
の

「心
性
品
第
三
十
」

に
は
、

心
性
本
浄
論
者

の
問
い
と
そ
の
主
張
を

否
定
す
る
答
え
と

に
よ
る
三
問
答
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、

(
40
)

論
者
は
言
わ
く
、
「有
人
が

"心
性
本
浄
な
る
も
客
塵
を
以
て
の
故
に
不
浄
な
り
"
と
説
く
。
又
、
然
ら
ず
と
説
く
」
と
。

と
言

っ
て
議
論
を
始
め
、

次
の
よ
う
な
三
つ
の
問
答
を
続
け
て
い
る
。

た
だ
し
、
「
有
人
」
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
な

い
。ω

問
い
て
曰
く
、
「何

の
因
縁

の
故
に
本
浄
と
説
き
、
何
の
因
縁
の
故
に
然
ら
ず
と
説
く
や
」
と
。

答
え
て
曰
く
、
「然
ら
ず
と
は
、

心
は
性
と
し
て
本
浄
な
る
も
客
塵
の
故
に
不
浄
な
る
に
は
非
ざ
れ
ば
な
り
。

所
以
の
者

は
何
。
煩

悩
は
心
と
常
に
相
応
し
て
生
ず
。
是
れ
客
相
に
は
非
ず
。
又
、
三
種

の
心
あ
り
。
善

・
不
善

・
無
記
な
り
。
善

・
無
記
心
は
是
れ
則

ち
垢
に
は
非
ず
。
若
し
不
善
心
な
ら
ば
本
自
り
不
浄
な
り
。
以
て
客
な
る
に
あ
ら
ざ
る
が
故
に
。
復
た
次
に
、
是

の
心
は
念
念
に
生

滅
し
、
煩
悩
を
待
た
ず
。
若
し
煩
悩
と
共
に
生
ず
れ
ば
、
名
づ
け
て
客
と
は
為
さ
ざ
る
な
り
」
と
。

②
問
い
て
曰
く
、
「
心
は
但
だ
、

色
等
を
覚
す
る
に
名
つ
く
。

然
る
後

に
相
を
取
り
、
相
に
従

っ
て
諸
煩
悩
を
生
じ
、
心
の
与
に
垢
と

作
る
。
故
に
本
浄
と
説
く
な
り
」
と
。
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答
え
て
曰
く
、
「然
ら
ず
。

是

の
心
は
心
な
る
時

に
即
ち
滅
す
れ
ぽ
、

未
だ
垢
相
は
有
ら
ず
。
心
な
る
時

に
滅

し
已
わ
ら
ば
、
垢
に

何
ぞ
染
せ
ら
れ
ん
や
」
と
。

③
問
い
て
曰
く
、
「
我
は
、

念
念

に
滅
す
る
心
の
為

の
故

に
是

の
如
く
説
か
ざ
る
な
り
。

相
続
心
を
以
て
の
故

に
垢
が
染
す
と
説
く
な

り
」
と
。

答
え
て
曰
く
、
「是

の
相
続
心
は
世
諦

の
故
に
有
に
し
て
、

真
実
義
に
は
非
ず
。

此
れ
は
応
に
説
く
べ
か
ら
ず
。
又
、
世
諦
に
於
い

て
も
是
れ
亦
た
過
が
多
し
。
心
は
生
ず
れ
ば
巳
に
滅
し
、
未
だ
生
ぜ
ず
ん
ば
未
だ
起
こ
ら
ざ
る
に
、
云
何
が
相
続
せ
ん
。
是

の
故
に
、

(
41

)

心
性
は
是
れ
本
浄
な
る
も
客
塵
の
故
に
不
浄
な
る
に
は
非
ざ
る
な
り
」
と
。

(
42
)

第

一
の
問
答
で
は
三
つ
に
分
け
て
反
対
し
て
い
る
が
、
今
ま
で
の
論
書
と
同
様

に
、
煩
悩
と
心
と
の
相
応
に
お
け
る
両
者

の
条
件

の
同

等
性
と
刹
那
滅
説
と
が
理
由
で
あ
り
、
格
別
新
し
い
議
論
は
見
出
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
本
書

の
主
張

は
、
「
不
善
心

は
本
自
り
不
浄
な
り
」

と
し
て
い
る
か
ら
、
心
性
浄
不
浄
各
別
説
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。、
第
二
の
問
答
で
の
、
心
性
本
浄
論
者

の

「色
等

の
覚
に
よ

っ
て
す
で

に
心
は
存
在
し
、
煩
悩
が
生
ず
る
の
は
次
の
取
相

の
段
階

に
お
い
て
で
あ
る
」
と

い
う
説
は
、
今
ま
で
に
は
見
ら
れ

な
か

っ
た
も

の
で
あ

(
43
)

る
。
し
か
し
本
書
は
念
念
生
滅
を
理
由

に
斥
け
て
い
る
。
第
三
の
問
答
で
は
、
こ
の
念
念
生
滅
心
に
対
し
、
心
性
本
浄
論
者
は
相
続
心
を

(
44
)

問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
反
論
す
る
。
し
か
し
本
書

は
相
続
心
を
認
め
な
い
。
刹
那
滅
と
い
う
用
語
は
使

っ
て

い
な
い
が
、
こ
こ
で

も
刹
那
滅
が
理
由
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
最
後

に
は

っ
き
り
と
心
性
本
浄
説
を
否
定
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
否
定
は
し
な
が
ら
も
、
世
俗
諦
と
し
て
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
先

の
引
用
文
に
続
け
て
、

但
だ
仏
は
、
衆
生
が
心
は
常
に
在
り
と
謂
う
が
為
の
故
に
、
客
塵

に
染
せ
ら
れ
れ
ば
則
ち
心
は
不
浄
な
り
と
説
く
の
み
。
又
、
仏
は
、

解
怠

の
衆
生
が
若
し
心
は
本
よ
り
不
浄
な
り
と
聞
か
ぽ
、
便
ち
性
は
改
む
べ
か
ら
ず
と
謂

い
、
則
ち
浄
心
を
発

せ
ざ
ら
ん
が
為
の
故

(
45
)

に
、
本
浄
な
り
と
説
き
た
ま
う
な
り
。

と
言

っ
て
、
衆
生
を
修
行
に
努
め
さ
せ
る
た
め
の
方
便
説
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

「心
は
客
な
る
煩
悩

に
よ
っ
て
汚
さ
れ
た
と
き
不
浄
と
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な
る
が
、
精
進

に
よ

っ
て
清
浄
と
な
る
L
と
い
う
考
え
は
、
実
践
を
重
視
し
た
立
場
で
あ
り
、
衆
賢
が
密
意
に
よ
る
不
了
義
経
と
斥
け
た

の
に
対
し
、
心
性
本
浄
説

の
効
果
は
認
め
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
本
書
の
立
場
は
か
な
り
明
ら
か
に
な

っ
た
と
思
う
。
し
か
し
、
さ
ら
に

「非
相
応
品
第
六
七
」
と

「多
心
品

第
六
八
」
に
も
心
性
本
浄
論
者
が
登
場
し
て
い
る
。
ま
ず

「
非
相
応
品
」
で
あ
る
。

汝
は
煩
悩
が
心
を
染
す
る
が
故
に
相
応
を
知
る
と
言
う
も
、
此
れ
に
は
道
理
は
無
し
。
若
し
心
が
先
に
浄
な
る
に
貧
等
が
来
た

っ
て

汚
さ
ば
、
是
れ
即
ち
浄
法
も
汚
さ
る
べ
し
。
則
ち
法
相
を
害
す
れ
ば
な
り
。
亦
た
先
に
心
性
は
本
浄
な
る
も
客
塵
が
来
た
っ
て
汚
す

と
説
き
し
が
如
き
、
彼
は
応

に
此
れ
に
答
う
べ
し
。
若
し
心
が
本
性
と
し
て
浄
な
ら
ば
貧
等
は
何
を
か
為
さ
ん
。
心
が
垢
な
る
が
故

に
衆
生
は
垢
な
り
、
心
が
浄
な
る
が
故
に
衆
生
は
浄
な
り
、
と
言
う
が
如
し
。
然
ら
ば
則
ち
、
衆
生
も
亦
た
応
に
相
応
す
べ
き
も
、

若
し
衆
生
が
相
応
す
べ
か
ら
ず
ん
ば
、
貧
等
も
亦
た
相
応
せ
ず
。
心
が
相
続
し
て
行
ず

る
中
に
、
垢
等

の
心
を
生
じ
て
諸
相
続
を
汚

す
を
以
て
の
故
に
、
心
を
染
す
と
説
く

の
み
。
染
よ
り
心
が
解
脱
を
得
る
と
説
く
が
如
し
。
是

の
心
相
続

の
中
に
若
し
浄
心
が
生
ず

(
46
)

れ
ば
、
解
脱
を
得
る
と
名
つ
く
。
是
の
事
も
亦
た
然
り
。

(
47
)

『成
実
論
』
は
心
所
法
を
説
き
な
が
ら
も
、

そ
の
別
体
は
認
め
ず
、

心
心
所

の
相
応
も
認
め
な
か

っ
た
。
こ
の
点
は
有

部
と
異
な
る
。
ま

た
心
性
本
浄
説

へ
の
批
判
で
は
、
パ
ー
リ

『
相
応
部
』
の

「
心
が
雑
染
と
な
る
か
ら
衆
生
は
雑
染
と
な
り
、
心
が
清
浄
と
な
る
か
ら
衆
生

(
48
)

は
清
浄
と
な
る
」
と
い
う

一
文
を
引
用
し
て
否
定
の
た
め
の
教
証
と
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
議
論
に

お
い
て
も
、
大
筋
に
お
い
て
本
書
は
心
性
各
別
説
を
採
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
有
部
の
批
判
と

は
か
な
り
内
容
を

異
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
染
よ
り
心
が
解
脱
を
得
る
」
と
す
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
心
性
本
浄
論
者
と
同
じ
で
あ
り
、
離
貧
心
が

(
49
)

解
脱

す
る
と
い
う
有
部
の
立
場
と
明
ら
か
に
対
立
す
る
。

し
か
も
相
続
心
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
の
で
、

「非
相
応
品
」

で
の
批
判
は
鋭
さ
を
欠
い
て
い
る
。

次

の

「多
心
品
」
で
は
、
詞
梨
践
摩

の
心
性
論
が
い
よ
い
よ
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
。
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又
、
浄
不
浄
等
の
諸
受
は
差
別
さ
れ
る
が
故

に
、
心
も
亦
た
異
な
る
。
又
、
所
作
も
差
別
さ
れ
る
が
故
に
、
心

に
も
異
な
る
こ
と
有

り
。
又
、
浄
不
浄
の
心
性
は
各
お
の
異
な
る
。
若
し
心
性
が
浄
な
ら
ば
、
則
ち
垢
と
は
為
ら
ず
。
日
光
は
本
浄
な
れ
ば
終
に
汚
さ
る

べ
か
ら
ざ
る
が
如
し
。
若
し
性
が
不
浄
な
ら
ば
、
浄
な
ら
し
む
べ
か
ら
ず
。
義

の
性
が
黒
な
ら
ぽ
、
白
な
ら
し
む
べ
か
ら
ざ
る
が
如

(
50
)

し
。
而
も
、
施
等
の
中
に
は
実
に
浄
心
有
り
。
殺
等
の
法
の
中

に
は
実

に
不
浄
心
有
り
。
故
に
応
に

一
な
ら
ざ

る
べ
し
。

こ
こ
で
は
明
瞭
に

「浄
不
浄
心
性
各
異
」
と
言
い
、
多
心
説
を
主
張
し
て
い
る
。
善
な
る
行
為
を
す
る
と
き
に
は
心
性
浄
、
不
善
な
る
行

為
を
す
る
と
き
に
は
心
性
不
浄
と
な
る
。
心
所
説
、
解
脱
心
説
や
相
続
心
の
問
題
な
ど
、

い
く

つ
か
の
点
で
有
部
の
批
判
と
は
異
な

っ
て

い
る
が
、
心
性
浄
不
浄
各
別
説
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
結
果
的
に
は

『婆
沙
論
』
や

『
順
正
理
論
』

の
説
と
同
様
に
な

っ
て
い
る
。

五

『
異
部
宗
輪
論
』

最
後
に
、
分
派
史
に
関
す
る
資
料
の
中
で
最
も
重
要
で
あ
る

『異
部
宗
輪
論
』
を
見
て
お
き
た
い
。
本
書

の
著
者

は
世
友
と
さ
れ
て
い

る
が
、
ど
の
世
友
で
あ
る
か
不
明
で
あ
り
、

一
人
の
手
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
有
部

に
属
す
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
梵
文
は
な
く
、
漢
訳
と
チ
ベ
ッ
ト
訳
と
が
あ
る
。
漢
訳
は
、
玄
　
訳
の
他
に
異
訳
と
し
て

『
十
八
部
論
』
と

『部
執
異

(
51
)

論
』
と
が
あ
り
、
共
に
真
諦
訳
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
前
者
が
真
諦
訳
で
あ
る
と
は
、
現
在
信
じ
ら
れ
て
い
な

い
。
『異
部
宗
輪
論
』

は
分
派

の
次
第
と
各
部
派
の
教
理
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
短

い
論
典
な
の
で
、
教
理
に
関
し
て
詳
細
に
述

べ
て
い
る
と
は
言
え

な

い
。
し
か
し
簡
略
で
あ
る
と
は
い
え
、
大
衆
部
の
教
理
の
説
明
の
部
分
に
、
心
性
本
浄
説
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
チ
ベ
ッ
ト
訳

に
よ
る
と
次

の
ご
と
く
で
あ
る
。

(
52

)
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§

霧

巳

ω⑦
墓
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鉱
g

量

。・げ
弓

。・
窓

『
邑

9

碧

℃
9

胤
昌

℃
母

9

。
α

℃
理

9

菩

ρ

ざ

謬

§

。・
α
窪

・・
窓

量

αq

巳

ω
。
霧

山
9
ゆ

聲

ω冨

旨

℃
碧

(
53
)

誠

き

℃
9

量

σq

σq
9

(
54
)

客
な
る
随
煩
悩

に
よ

っ
て

〔雑
染
さ
れ
て
〕
も
、
心
は
本
性
と
し
て
光
浄
で
あ
る
。
諸
随
眠
は
、
心
で
も
な
く
心
所
で
も
な
い
と
言

わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
無
所
縁
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
諸
随
眠
と
諸
纒
と
は
異
な
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
諸
随
眠
は
心
と

の
相
応
を
有
し
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
諸
纒
は
心
と
の
相
応
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

漢
訳

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
異
部
宗
輪
論
』

心
性
は
本
浄
な
る
も
客
な
る
随
煩
悩

の
雑
染
す
る
所
を
説
い
て
、
不
浄
と
な
す
。
随
眠
は
心
に
非
ず
、
心
所
法
に
も
非
ず
、
亦
た
無

(
55

)

所
縁
な
り
。
随
眠
は
纒
と
異
な
り
、
纒

は
随
眠
と
異
な
る
。
随
眠
と
心
と
は
相
応
せ
ず
、
纒
と
心
と
は
相
応
す
と
説
く
べ
し
。

『
十
八
部
論
』

心
性
は
自
ら
浄
な
り
。
仏
は
客
な
る
煩
悩

の
染
す
る
所
と
為
す
。
諸
使
は
心
並
び
に
心
法
に
非
ず
し
て
無
縁
な
り
。
使
は
纒
と
異
な

(
56

)

り
、
纒
は
使
と
異
な
る
。

〔
使
は
〕
心
と
相
応
せ
ず
。

『
部
執
異
論
』

心
は
自
性
と
し
て
清
浄
な
る
も
客
塵
に
汚
さ
る
。

一
に
は
随
眠
煩
悩
、
二
に
は
倒
起
煩
悩
な
り
。
随
眠
煩
悩
は
心
に
非
ず
、
心
法
に

も
非
ず
し
て
、
無
所
縁
な
り
。
随
眠
煩
悩
は
異
な
り
、
倒
起
煩
悩
は
異
な
る
。
随
眠
煩
悩
は
心
と
相
離
れ
、
倒
起
煩
悩
は
心
と
相
応

(
57
)

す
。

以
上

の
主
張
は
根
本
た
る
大
衆
部
と
そ
の
最
初

の
分
派
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

一
説
部

・
説
出
世
部

・
鶏
胤
部
と
の
合
計
四
部
派

の
本
宗

(
58

)

同
義

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ぽ
正
式

の
部
派
名

の
つ
い
て
い
る
団
体

の
み
の
紹
介
で
あ
る
か
ら
、
分
別
論
者
や

一
心
相
続
論
者
は

含
ま
れ
て
い
ず
、
心
性
本
浄
説
を
主
張
す
る
の
は
、
本
書

に
よ
れ
ぽ

こ
の
四
部
派
だ
け
で
あ
る
。

『舎
利
弗
阿
毘
曇
論
』
が
属
す
る
と
さ
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(
59
)

れ
る
法
蔵
部
の
解
説
に
お
い
て
は
、
「
余
の
義
は
多
く
大
衆
部
の
執

に
同
じ
」
と
あ

る
だ
け
で
、

心
性
本
浄
説
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て

い
な
い
。

(60
)

さ

ら

に
中

村

瑞

隆

氏

に

よ
れ

ば

、

バ

ヴ

ィ

ヤ

(国
ぽ
9
<
ぢ

"
頃
ぽ
91
<
薯

才
o
犀
P

清

弁

)

の

『
異

部

分

派

解

説

』

が

一
説

部

(静

9

。。9

傷

σq
o
お

℃
凶
貸

。。匹
o
)

の
主

張

と

し

て
、

ま

た
ヴ

ィ

ニ
ー

タ
デ

ー
ヴ

ァ

(
≦

巳

蜜
山
o
<
P

調

伏

天

)

の

『
異

宗

義

次

第
読

訥
論

』

中

の

「
異

部

説

宗

」

が

説

出

世

部

(
暮

σq

『8
p

廿
血
9
。。
。。目
轟

び
鋤
甘

。。α
o
)

の
主

張

と

し

て
、

そ
れ

ぞ

れ

次

の

よ
う

な

説

を
紹

介

し

て

い

る
。

ω⑦
8
ω
巳

『
巴

ぴ
筈

ぎ

σQ
風
ω
言

傷

σq
ω鉱

冨

旨
⇒

駆

ω
冨

αq

冨

は
巴

ぴ
四

触
§

ヨ
ω
ωo
目
。。
山
9

ヨ
け
筈
二
房

℃
契

匡
き

旨

o
冨

ヨ
●

(
61
)

巳

置
き

。。冨

ω
び
こ
a

℃
碧

巳

ぴ
図
昌

9

ヨ

σQ

寅

獣
巴

ぴ
9

磯
巴

σq
ω冨

昌

す

ざ

p

轟

。・
鉱
巴

冨

σq
ω冨

昌

望
ぎ

ぎ

●

心

は
本

性

と

し

て
光
浄

で

あ

る

か

ら
、

諸

随

眠

は

心

と

の
相

応

を
有

す

る
と

も

有

し

な

い
と

も

言

わ

れ

る

べ
き

で

は
な

い
。

ま

た
、

随

眠

と

纒

と

は
異

な

る

の

で
あ

る

。

(
62
)

ω。
目
。。
巳

廿
&

σq
ω巴

び
普
o
●
喜
『9
お
誘
ω
三

邑

包
碧

℃
菩
○
●
犀
信
p
§
ω
鼻

『同ω
欝

三

8
房
ピ

諺

℃
碧

包
き

℃
菩
o
●

心
は
光
浄
で
あ
る
。
随
眠
は

〔
心
と
〕
相
応
し
な
い
。
纒
は

〔心
と
〕
相
応
す
る
。

後
者
で
は

「
本
性
と
し
て
」
と
い
う
句
が
抜
け
落
ち
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、

一
説
部
と
説
出
世
部
と
が
心
性
本
浄
説
を
主
張

し
、
大
衆
部
系
部
派
が
こ
の
説
を
認
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が

っ
て
、
冒
頭
で
述
べ
た

『随
相
論
』
の

「
僧
祇
等

の
部

の
説
く

が
如
し
」
の

「
等
」
は
、

一
説
部

・
説
出
世
部
、
そ
し
て

『異
部
宗
輪
論
』
の
鶏
胤
部
と
の
三
部
派
を
指
す
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

『
異
部
分
派
解
説
』
『
異
宗
義
次
第
読
講
論
』
で
、
そ
れ
ぞ
れ

一
説
部
、
説
出
世
部
だ
け
に
し
か
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、

こ
の
二
部
派

が
心
性
本
浄
説
を
よ
り
強
調
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
衆
部
系
の
諸
部
派
が
こ
の
説
を
主
張
し
た
根
拠
、
理
由
、
方
法

と

い
う
、
こ
こ
で
は
最
も
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
気
が

つ
く
こ
と
は
、
漢
訳
も
含
め
た
以
上
の

論
書
が
す
べ
て
随
眠
と
纒
と
の
区
別
を
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
第
四
節
ま
で
の
論
書
で
は
、
解
脱
す
る
の
が
有
貧
心
で
あ
る
の

か
無
貧
心
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
に
な

っ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
随
眠
と
纒
と
に
分
け
て
は
い
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
さ
ら



に
相
応
説
も
は
っ
き
り
認
め
て
い
る
。
随
眠
に
つ
い
て
は
、

「七
随
眠
」
が
す
で
に
原
始
経
典
に
散
説
さ
れ
、
有
部
に
お
い
て
も
煩
悩

の

異
名
と
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
経
量
部
や
大
衆
部
で
は
こ
の
両
者
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
『
倶
舎
論
』
に
は
、

経
量
部
が
、

眠

っ
て
い

(
63

)

る
煩
悩
を
随
眠
、
覚
め
て
い
る
煩
悩
を
纒
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
『異
部
宗
輪
論
』
等
で
は
、
大
衆
部
が
、
随
眠
は
心
。

心
所

で
は
な
く
心
と
相
応
せ
ず
、
纒

は
心
と
相
応
す
る
と
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
衆
部
も
心
心
所
相
応
説

を
認

め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
心
性
本
浄
説
は
相
続
心
を
前
提
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
ま
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、

刹
那
滅
説
を
背
景
と
す
る
心
心
所
相
応
説
を
採
用
す
る
と
都
合
が
悪

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
す
で
に
、
後
世

の
自
性
清
浄
心

.

如
来
蔵
思
想
の
ご
と
く
、
だ
ん
だ
ん
有
力
と
な

っ
て
き
た
刹
那
滅
説
を
認
め
な
が
ら
も
刹
那
滅

で
は
な
い
無
為
法
と
し
て
の
自
性
心
を
想

(
64
)

定
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
『異
部
宗
輪
論
』
等
に
よ
っ
て
、

大
衆
部
系
の
四
部
派
が
心
性
本
浄
説
を
主
張
し
、

し
か
も
そ
れ
は
か
な
り
発
達
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
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六

結

払貢冊

 

以
上
、
部
派
仏
教
の
文
献
で
心
性
本
浄
説
に
関
説
す
る
も
の
を
採
り
あ
げ
、
検
討
を
加
え
て
み
た
。

原
始
仏
教
で
は

「
性
」
(℃
欝
p
ミ

℃
轟
π
ユ
)
と
い
う
考
え
方
自
体
が
問
題
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
部
派
仏
教
に
至
る
と
、
た
め
ら
う
こ
と
な
く
心
性
本
浄
説
と
呼
べ
る
思

想
が
現
わ
れ
て
く
る
。

ま
ず

『
舎
利
弗
阿
毘
曇
論
』

に
は
典
型
的
な
心
性
本
浄
説
が
見
ら
れ
る
の
で
、
本
書

は
こ
の
説
を
認
め
て
い
た
と
今

ま
で
は
考
え
ら
れ

て
き

た
。

し
か
し
、
『増
支
部
』
の

「心
」
を

「心
性
」
に
改
変
し
た
引
用
文
を
載
せ
る
だ
け
で
、

本
書
自
身

の
解
釈

や
説
明
は

一
字
も

な
い
。
し
か
も
文
脈
か
ら
考
え
る
と
、
本
書
が
心
性
本
浄
説
を
肯
定
し
て
い
る
と
判
断
す
る
た
め
の
根
拠
は
決
し
て
十
分
で
は
な
く
、
ま

た

『舎
利
弗
阿
毘
曇
論
』
或
い
は
法
蔵
部
が
こ
の
説
を
主
張
し
た
こ
と
を
紹
介
す
る
他
の
文
献
も
な
い
。
さ
ら
に
本
書

が
未
発
達
な
が
ら

心
心
所
相
応
説
を
説
く
こ
と
は
、
相
続
心
を
問
題
と
す
る
心
性
本
浄
説
と
相
容
れ
な
い
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由



部派仏教 の心性本浄説 につ いて ユ68

か
ら
、
本
書
が
心
性
本
浄
説
を
主
張
し
た
と
断
定
す
る
こ
と
に
は
躊
躇
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

『
婆
沙
論
』
は
分
別
論
者
と

一
心
相
続
論
者
と
が
心
性
本
浄
説
を
主
張
し
た
こ
と
を
伝
え
る
。

ま
ず
、

相
続
心
を
問
題
と
し
て
い
る
と

思

わ
れ
る
分
別
論
者
に
対
し
、
本
書

は
、
清
浄
心
と
煩
悩
と
が
同
条
件
で
あ
る
こ
と
と
刹
那
滅
説
と
を
理
由
に
批
判

を
加
え
て
い
る
。
ま

た
有
部
が
無
貧
瞑
痴
心
解
脱
説
で
あ
る
の
に
対
し
、
分
別
論
者
は
有
貧
瞑
痴
心
解
脱
説
で
あ
り
、
解
脱
心
と
煩
悩
心
と
は
本
質
と
し
て
同

じ
も
の
で
あ
る
、

と
見
る
。

さ
ら
に
一
心
相
続
論
者
も
心
性
本
浄
説
を
説
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
『論
事
註
』
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な

相
続
心
を
説
く

の
は
大
衆
部
系
の
部
派
の
特
徴
で
あ
り
、
同
じ
洗
衣

の
響
喩
す
ら
用
い
て
い
る
の
で
、
分
別
論
者
、

一
心
相
続
論
者
と
も

(
65

)

大
衆
部
系
で
あ
る
と
見
倣
し
て
よ
い
と
思
う
。
そ
し
て

『婆
沙
論
』
自
身

の
立
場
は
、
刹
那
滅
説
と
心
心
所
相
応
説
と
に
基
づ
く
心
性
浄

不
浄
各
別
説
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
順
正
理
論
』
も
ま
た
、

分
別
論
者

の
説
を
紹
介
し
て
い
る
。

そ
の
内
容
は

『婆
沙
論
』
の
も
の
と
そ
れ
ほ
ど
違

い
は
な
い
が
、
教
証

と
し
て

『増
支
部
』
の
文
章
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
と
頗
砥
迦

の
讐
喩
を
用

い
て
い
る
こ
と
と
が
興
味
を
引
く
。
と
く
に
後
者
は
、
サ
ー

ン
キ
ヤ
学
派
等
が
用
い
る
讐
喩
で
あ
る
だ
け
に
、
本
性

で
奪
灯
ユ
と
い
う
術
語
と
と
も
に
、
心
性
本
浄
説
が
仏
教
以
外
の
思
想
、
と
り
わ
け

サ
ー
ン
キ
ャ
学
派
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ヴ
ァ
イ
シ

ェ
ー
シ
カ
学
派
の
影
響
下
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
有

部

の
中
で
正
統
派
と
目
さ
れ
る
衆
賢
が
、
分
別
論
者
が
示
す
心
性
本
浄
説

の
教
証
を
未
了
義
と
し
て
斥
け
る
あ
た
り

は
、
同
じ
仏
教
内
の

部
派
と
は
言

っ
て
も
両
者
に
か
な
り
距
た
り
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
衆
賢
自
身
は
、
不
染
心
は
本
性
清
浄
で
あ
り
、
染
汚

心

は
本
性
染
汚
で
あ
る
と
言

っ
て
、
心
性
浄
不
浄
各
別
説
と
思
わ
れ
る
説
を
述
べ
て
い
る
。

次
に

『成
実
論
』
で
は
、
「有
人
」
が
心
性
本
浄
説
を
主
張
す
る
、

と
言
う
。

こ
の

「有
人
」
が
ど
の
部
派
に
属
す
る
か
に
つ
い
て
は

明

ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
念
念
生
滅
心
で
は
な
く
相
続
心
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

『婆
沙
論
』
の

一
心
相
続
論
者
と
同
系
統

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
や
は
り
大
衆
部
系
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の

「有
人
」
の
、
受
の
段
階
で
心
と
称
し
想
の
段
階
で
煩
悩

が
生
ず
る
と
す
る
説
は
、
今
ま
で
に
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

『成
実
論
』
は
、
念
念
生
滅
を
理
由
に
批
判
を
加
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え
て
い
る
。
た
だ
し
、
心
心
所
相
応
説
を
否
定
し
て
、
各
心
作
用
が
継
起
す
る
と
し
て
い
る
た
め
、
有
部
に
比
べ
れ
ば
相
続
心
に
近
い
考

え
方

に
な

っ
て
い
る
。
し
か
も
有
貧
心
解
脱
説
や
心
性
本
浄
説
の
修
行
上
の
効
果
を
認
め
て
い
る
の
で
、
有
部
ほ
ど
明
快
な
批
判
で
あ
る

と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
心
性
本
浄
説
否
定

の
教
証
と
し
て

『相
応
部
』
の
文
章
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
、
最
終
的
に

は
心
性
浄
不
浄
各
別
説
に
落
ち
着

い
て
い
る
。

最
後
に
、
ま
と
め
の
意
味
も
兼
ね
て

『異
部
宗
輪
論
』
を
と
り
あ
げ
て
み
た
。
こ
れ
に
拠
れ
ば
、
心
性
本
浄
説
を
主
張
し
た
の
は
、
大

衆
部

・
一
説
部

・
説
出
世
部

・
鶏
胤
部

の
大
衆
部
系
四
部
派
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
相
応
に
関
し
て
随
眠
と
纒
と
を
区
別
し
て
、
刹
那
滅

説
に
よ
る
批
判
に
対
す
る
反
論
を
用
意
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
た
め
、
か
な
り
の
発
展
段
階
に
あ
る
説
を
紹
介
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
正
式

の
部
派
名
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
分
別
論
者
、

一
心
相
続
論
者
、
ア
ソ
ダ
カ
派
に
言
及
し
な
い
の
は
無
理
な

い
と
し
て
も
、
他

部
派

の
心
性
本
浄
説
に
全
く
触
れ
な
い
の
は
、
他
に
こ
の
説
を
主
張
す
る
部
派
が
な
か
っ
た
た
め
か
、
或
い
は
あ

っ
た
と
し
て
も
取
る
に

(
66
)

足
り
な
い
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
分
別
論
者
、

一
心
相
続
論
者
、
ア
ン
ダ
カ
派
は
大
衆
部
系
に
属
す
る
と
考
え
ら

れ
る

の
で
、
部
派
仏
教
内
で
心
性
本
浄
説
を
認
め
て
い
た
部
派
は
大
衆
部
系
だ
け
で
あ
り
、
心
性
本
浄
説
は
部
派
仏
教
時
代
に
生
じ
た
特

殊
な
学
説
で
あ
る
、
と
い
う
結
論

に
な
る
。

(注
)

(
1
)

主

な
も

の
を
あ
げ

る
と
次

の
ご
と
く

で
あ

る
。
赤
沼
智
善

『
仏

教
教
理
之
研
究
』
、
一り
。。
一復

刻
、
竈

●
P
O
ロー
鵠

一
.
坂
本
幸
男

「
心
性

論

展
開

の

一
断
面
」
、
『
印
仏
研
』

ニ
ー

一
、

6
呂

"
唱

・
P
O
I
口
り
・
西

義
雄

「
舎
利
弗

阿
毘
曇
論

の
部

派
仏
教

に

於
け

る

資
料
論
的
地
位

ー

特
に
心
性
本
浄
説
伝
持
を
観
点
と
し
て
l

」、
『宮
本
正
尊
教

授
還
暦
記
念
論
文
集
』

所
収
、

一綜
画

℃
℃
●
8
い
凸
P
◎。
●
同

「
近
時

の

"
心
性
本
浄
"
研
究

の
展
開

と
問
題
」
、
『
佐
藤
博
士
古
稀
記
念

・

仏

教

思

想

論

集

』

所

収

、

6

認

り
℃
℃
●
も。
①
㊤
占

り
一
.

勝

又

俊

教

『
仏

教

に

お
け

る

心

識

説

の
研

究
』
、

6

①
ご

℃
℃
・
ミ

G。
墨

Q。
舎

同

「
心

性

説

の
類
型

的

考

察

」
、

『
印
仏

研

』

一
〇

1

一
、

一㊤
①
ド

℃
℃
.
①
令

①
O
・

平

川
彰

『初

期

大

乗

仏

教

の
研

究
』
、

お
①
。。
り
で
℃
・
悼
O
"
l
P
=

●

水

野

弘

元

「
心

性
本

浄

の
意

味
」
、
『
印

仏

研

』

二
〇

1

二
、

一り
謬

り

℃
℃
.

O。1
一9

中
村
瑞
隆

「
心
光
浄
説

よ
り
心
性
光
浄
説

へ
1

客
塵
煩
悩

と

の
連

関
を
中
心
と
し
て
ー

」
、
佐

々
木
現
順
編

『
煩
悩

の
研
究
』

所
収

、

お
δ

"
も
℃
」

お

ー
一謁

.
な

お
、

パ

ー

リ

上

座

部

に
関

し

て

は
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拙
稿

「
パ

ー
リ
上
座
部

の
心
性
本
浄

説

に
つ
い
て
」
、
『
印
仏
研
』

三

五
-

一
、
一
り
o。
P

が
あ
る

の
で
、
本
稿

で
は
部
派

の
う

ち
パ
ー
リ
上

座
部
を
除
外
し

て
論
を
進

め
る

こ
と

に
す
る
。

(
2
)

原
始
仏
教

に
関
し

て
は
、
拙
稿

「
原
始
仏

教

の
心
性
本
浄
説

に

っ
い
て
」
、
『
仏
教
学
』
第

一
四
号
、
6
。。
却

℃
℃
・
Q。
O
ー
=
ρ

を
参

照
。

現
在
、
原
始
仏
教

に
も
心
性
本
浄
説
を
認

め
る
立
場

が

一
般
的

で
あ

る
が
、

こ
こ
で
は
認

め
な

い
立
場
を
採

っ
た
。

(
3
)

大

正
蔵

三
二
、

一
六
三
中
。

(
4
)

窟

冨
二

と

い
う
言
葉
自
体

は

ニ
カ
ー
ヤ
で
も

見

ら
れ
る
が
、

思
想
的
、
教

理
的

に
重
要

で
あ

る
と

は
言
え
な

い
。
註
(
2
)
の
拙
稿

、

℃
℃
・
一〇
U
占
O
①

を
参

照
。

(
5
)

有
部

は
後

述

の
よ
う
に
、
刹
那
滅
説

の
上

に
立

っ
た
心
心
所
相

応

説
を
主
張

し
、
自

性
清
浄

心

の
よ
う

な

一
種

の
相
続
心
を
認

め
る

こ
と

は
な
か

っ
た
。

し
か
し
、

わ
ず

か
な
が

ら

『
倶
舎
論
』

で
玄
　

が
。
葺
9
を

「
心
王
」

や

「
心
性
」

と
訳

し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
窺

わ
れ

る
よ
う

に
、
。
葺
p

は
現
象

心
以
外

の

心
を

も

含

ま
ね
ぽ
な
ら

な
く
な

っ
て
き

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
上
座
部

の
独
特

の
考

え
方

で

あ

る
有
分
心
も
潜
在
的
な
基
本
心
で
あ
り
、
原
始
仏
教

で

の
現
象
心

と
同
列

に

論
じ

る
こ
と

は
で
き
な

い
。

な
お

ブ

ッ
ダ
ゴ
ー
サ

は
、

『
増
支
部

一
-

五
経
』

の

、、6
一欝

.、
を
、
自

性
清

浄
心
と
は
両
立

し

得
な

い
有
分
心

で
あ

る
と
解
釈
し

た
た

め
、
結
果
的

に
は
心
性
本
浄

説

を
否
定

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
註
(
1
)
の
拙
稿

を
参

照
。

(
6
)

大
正
蔵

二
八
、

五
二
五
下
他
。

(
7
)

バ

ロ
ー
氏
が

ま
ず
法
蔵
部
説
を
主
張
さ
れ
、
そ

の
後

水
野
氏
が

別

の
角
度

か
ら
法
蔵
部
所
属

を
論
証

さ
れ
た
。
水
野
弘
元

「
舎
利
弗

阿
毘
曇
論

に
つ
い
て
」
、

『金
倉
博
士
古
稀
記
念

・
印
度
学
仏
教
学
論

集
』
所
収
、
6
①
ρ

℃
℃
.
δ
り
ー
δ
心
・

(8
)

大
正
蔵

二
八
、
六
九
七
中
。

(
9
)

>
Z
.
ぐ
o
一●
押

℃
・
一9

両
者

の
詳

し

い
比
較

に

つ
い
て
は
、
拙

稿

「
パ
ー
リ

『
増
支
部
』

の
心
性
本
浄
説

に
つ
い
て
」
、
『
早
稲

田
大

学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要

・
別
冊
第

八
集
』

所
収

、

一り
。。
卜。
"
℃
℃
.

一
一凸
ρ

を
参
照
。

(
10
)

竃
導

o
冨
魯
壱

母

昌

♂

〈
o
一.
一"
や

①
O

(
11
)

〉
暮
冨

。。帥
=
巳
り
で
旨

一一旨
。
ユ
ξ

勺
目
Q。
も
●
一δ

」

三
山
・
巴
・
び
望

℃
.
<
●
閑
巷
3

や

=
U
・

(
12
)

註

(
1
)
の
西
義
雄

「
舎
利
弗
阿
毘
曇
論

の
部
派
仏
教

に
於
け
る

地
位
」
、

一
=

六
頁
。

西
氏

は
結
論
と

し
て

「
心
性
本
浄
説

の
伝
持

と
し
て
も
時
期

は
早
く
と
も
、
大
衆
部
系
程

一
貫
し

た
主
張
を
し

て

い
る
と

は
い
え
な

い
」

(
二
二
七
-

二
二
八
頁
)
と

さ
れ

る
が
、

同

じ
く
註
(
1
)
の

「
近
時

の

"
心
性
本
浄
"
研
究

の
展
開
と
問
題
」

で

は
、
水
野
氏

の

「
現
象

心
と
し
て

の
心
を
取

り
扱

っ
て
い
る
場
所

で
、

心

の
清
浄
を
説

い
て

い
る
」

と

い
う
解

釈
に
疑
問
を
程

し
た
上

で
、

改

め
て
心
性
本
浄
を
認

め
る
立
揚
を
明
ら
か

に
し
て
お
ら
れ
る

(
三

八
四
頁
)
。

(
13
)

大
正
蔵

四
九
、

一
六
上
。

「
余
所
執
多
同
説

一
切
有
部
」
。

(
14
)

大

正
蔵

四
九
、

一
七
上
。

「
余
義
多
同
大
衆
部
執
」
。

(
15
)

囚
碧
富

く
碧
酔
¢
℃
窟

犀
碧
眉

9
-黒
甘
爵
母
げ
劃

℃
.
①
①
・
さ
ら

に
同

書

は
、

心
性
本
浄
説
的
な
考

え
方

で
あ

る

「
有
学

に
無
学

の
智
が
あ
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る
」

と
い
う
説

を
批
判

し
て
い
る
が
、
そ

の
主
張
者
は
、
や

は
り
大

衆
部
系

の
北
道

派
で
あ

る

(℃
.
c。
一)
。

(
16
)

『
舎
利
弗
阿
毘
曇
論
』
が
法
蔵
部
所
属

で
な
か

っ
た
と
し

て
も
、

本
書
が
心
性
本
浄
説
を
主
張
し

た
と
な

し
得

る
の
は
、
そ

の
所
属
が

大
衆
部
系
、
分
別
論
者
、

一
心
相
続
論
者

の
う
ち

の
い
ず

れ
か

で
あ

っ
た
場
合

に
限

ら
れ

る
こ
と

に
な

る
。

(
17
)

本
稿
が
否
定
的

に
考

え
る
理
由

に
つ
い
脚て
は
、
註
(
31
)
も
参
照
。

(
18
)

『
論
事
』

に
拠

る
限
り
、

敵
者
が
教
証
を
持
ち
出
し
た
場
合
、

た
と
え
そ
れ
が
現
存

の

ニ
カ
ー
ヤ
に
存
在
し
な
く

て
も
、
直

接
そ

の

存
在

を
否
定

し
て
い
る
例

は
な

い
よ
う

で
あ

る
。
部
派
時
代

に
は
部

派

そ
れ
ぞ
れ
が
固
有

の
ア
ー
ガ

マ
を
有
し

て
お
り
、
そ

の
内
容

に
は

あ

る
程
度

の
相
違
が
あ

っ
た
と
言
わ
れ

て

い

る

の

で
、
『
舎
利
弗

阿

毘
曇
論
』
が
何

ら
か
の
理
由

で
大
衆
部
系

の
ア
ー
ガ

マ
の
影
響
を
受

け

た
可
能
性

は
あ

る
。

(
19
)

赤
沼
智
善

『
原
始
仏
教
之
研
究
』
、
一
り
o。
一復
刻
、
℃
℃
・
田
り
ー
い
も。
9

(
20
)

木
村
泰
賢

『
阿
毘
達
磨
論

の
研
究
』

(全
集
第
四
巻
)
、

一り
①
。。
)

℃
℃
」

悼
◎。
1
一島

●

(
21
)

大
正
蔵

二
七
、

一
四
〇
中
-
下
。

(
22
)

原
始
経
典

に
心
性
本
浄
説
を
見
出

せ
な

い
こ
と
は
、
註

(
2
)
で

述

ぺ
た
。
む

し
ろ
原
始
経
典
で

は
、

「
輪

廻

に
は
始

め
が
な

い
」

と

言
う

こ
と
も
あ

り

(ω
Z
・
一
員

で
・
一巳
)
、

無

明
は

し
ぼ

し
ぼ
追

求

不

可
能

で
あ

る
か
の
よ
う

に
言
わ
れ
る
。
勿
論

こ
の
よ
う
な

マ
イ

ナ

ス
価
値
を
本
性
と
な
す
わ
け

で
は
な

い
が
、
清

浄
心

の
よ
う
な
プ

ラ

ス
価
値

よ
り
も
重
点
的

に
説
か
れ
て

い
る
。

(
23
)

『
異
部
宗
輪
論
』

に
よ
れ
ば
、

有
部

の
他

に
、

化
地
部
と
飲
光

部

も

一
切
行

の
刹
那
滅
を
説

い
て
い
た
が
、
檀

子
部
は
刹
那
滅

の
も

の
と
暫
住

の
も

の
と

の
二
通
り
が
あ

る
と
し
た

(
大
正
蔵
四
九
、

一

六
下
-

一
七
中
)
。

ブ

ッ
ダ
ゴ

ー
サ
の

『
論
事
註
』

に
よ
れ
ぽ
、
東

山
部
と
西
山
部
と
が

一
切
有
為
法

の

一
心
刹
那
を
主
張
し

(℃
・
一〇
c。
)
、

パ
ー
リ
上
座
部

は
心

の
刹
那
滅

の
み
を
認
め
、

一
切

有
為
法

の
刹
那

滅

は
認

め
な
か

っ
た
と
考

え
ら
れ

る
(
註

(1
)
の
拙
稿

を
参

照
)
。

こ

の
よ
う

に
、
心

に
関

し
て
は
刹
那
滅
を
認

め
る
部
派
が
主
流
で
あ

っ

た
が
、

『
論
事
註
』

に
よ
れ
ば
、
大
衆
部
系

の
ア
ン
ダ
カ
派
が

「
同

一
の
心
が
長

い
間
住

す
る
の
で
あ

る
」

と
言

っ
て
お
り

(
℃
●
U
Q。
)
、

必
ず

し
も
す

べ
て
の
部
派
が
心

の
刹
那
滅
を
認
め
て

い
た

の
で
は
な

い
。

(
24
)

大

正
蔵

二
七
、

一
四
〇
下
。

(
25
)

大

正
蔵

二
七
、

一
四

一
上
。

(
26
)

内
9
昏
倒
く
讐
爵
～

や

8
c。
.

(
27
)

こ
の
讐
喩

は
、
次

に
述
べ
る
よ
う
に
、

一
心
相
続
論
者

の
使
う

讐
喩
と
同
じ

で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、

一
心
相
続
論
者

と
ア

ン
ダ

カ

派

に
は
密
接
な

つ
な
が
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
28
)

囚
碧
げ
91<
聾

冨

贈

畠

母
租

㌣
黒
嘗
斜
冨

爵
勲

℃
・
①
P

(
29
)

内
讐
鼠

く
讐
ひ
～

℃
。
お

一
・

(
30
)

囚
碧
冨

く
き

冨

℃
麗

冨
B
審

-黒
甘
艮

碧
冨

"
℃
・
一ミ

・

(
31
)

有
部
が
心
性
本
浄
説
を
否
定
し
て

い
る

こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、

パ
ー
リ
上
座
部
も
、
心
性
本
浄
説

の
よ
う
な
、
本
質

心
は
清
浄

で
あ

る
け
れ
ど
も
条
件
次
第

で
状
態
が
変
化
す
る
と

い
う
説

は
認

め
て
い
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な

い
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
両
部
派

は
と
も

に
心
心
所
相
応
説
を
採

っ

て
お
り
、

こ
の
説

は
、

各

心
を
個
別
的

に

捉

え
る

傾
向
が
あ

る
の

で
、
無
記

で
は
な

い

一
つ
の
本
質

心
を
認

め
る
立
場

と
は
両
立

し
に

く

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

『論
事
註
』

に
よ
れ
ば
、

心
性
本
浄
説

を

主
張
し

た
と

考
え
ら
れ
る

大
衆
部
系

の

ア

ン
ダ

カ

派

四
部
派

の
う

ち
、
王
山
部
と
義
成
部
と
が
心
所
を
否

定
し
た
、

と
あ
る

(
唱
●
り
u
)
。

し
た
が

っ
て
、

心
心
所
相
応

説
を

説

く

『
舎
利
弗
阿
毘
曇
論
』

が

心
性
本
浄
説
を
主
張
し
た
可
能

性
は
さ
ら

に
低
く
な
る
と
考

え
ら
れ

る
。

(
32
)

大

正
蔵

二
七
、

一
一
〇
上
。

(
33
)

大

正
蔵

二
九
、
七

三
三
上
。

(
34
)

大

正
蔵

二
九
、
七

三
三
中
。

(
35
)

「
互
為
因
」
が
術
語

で
あ

る
か
ど
う
か

は
不
明
で
あ
る
が
、
そ

の
意
味

は
、
相
応
因
を
含

ん
だ
倶

有
因

の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
心
と
心
所

と

の
場
合

は
ど
ち
ら
か

一
方
が

単
独
で

存
在

す
る

こ
と

は
不
可
能

で
あ
る
が
、
器

の
場
合

は
必
ず
し
も
垢
を
必
要
と

せ
ず
、

単
独
で
存
在

で
き

る
か
ら
、
互

い
に
因
と
為

る
の
で
は
な

い
。
し
た

が

っ
て
心
と
器
と
で
は
条
件
が
違
う
」

と

い
う

の
が
衆
賢

の
言

い
分

で
あ

ろ
う
。

(
36
)

大
正
蔵

二
九
、

七
三
三
上
。

(
37
)

大
正
蔵

二
九
、
七
三
三
上
-
中
。

(
38
)

坂
本
幸

男

「
心
性
論

展
開

の

一
断
面
」
、
『
印
仏
研
』

二
i

一
、

一り
い
。。
"
℃
●
B

●
、、」β。
冨

吻℃
冨

ロ
犀
ミ

。
円
才
9

巳

℃
母
91
σq
呂

犀
昼

守

菩
ぼ
ヨ
ぎ

普

..
「薇
薔

と
水
晶
と

の
如
く
著
色

は
な

い
、

併

し
迷
妄

が

あ
る
」

◎
91
壱
犀
げ
養

山
9,
怠
♪

<
●
悼
。。
)
●

(
39
)

以
下

の
説
明

は
、
大
正
蔵

二
九
、
七

三
三
中
ー
下
、

に
基
づ
く
。

(
40
)

大

正
蔵

三
二
、

二
五
八
中
。

(
41
)

大

正
蔵

三
二
、

二
五
八
中
。

(
42
)

『
成
実
論
』

は
経

量
部

と
関
係
が
深

い
と
言
わ
れ

て
い
る
よ
う

に
、
心
所
説

に
つ
い
て
も
、
経

量
部

と
同

じ
く

こ
れ
を
否
定

し
て
い

る

(巻

五

の

「
立
無

数
品
」

「非

有
数
品
」

「
明
無
数
品
」
、

大
正
蔵

三

二
、

二
七
四
下
ー

二
七
六
中
)
。

し
た
が

っ
て
、

有
部

の
心
心
所

相
応
説

に
よ
る
批

判
と

は
少
し
趣
き
が

異
な

っ
て
い
る
。
『
成
実
論
』

で
は
、
有
部
で
心
所
法
と
さ
れ
る
受

・
想

・
思
等
が

そ
れ
ぞ

れ
心
そ

の
も

の
で
あ
り
、

順

々
に
継
起

す
る
、
と
さ
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
ら

は
念
念

に
生
滅
す
る
た

め
、
煩
悩
心

の
場

合
、
煩
悩

と
心
は
同

一
条

件

に
な

る
と
考
え
ら
れ
、
心
性
本
浄
説

は
否
定
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

(
43
)

原
始
仏
教
以
来

の
考
え
方

で
言
え
ば
、
色
等

の
覚
は
受

に
、

取

相

は

想

に
相
当
す

る
と

考
え
ら
れ

る
。

前
註

に

述
べ
た
よ
う

に
、

『
成
実
論
』

は
受

・
想
等
を
各
別

で
あ

る
と
す
る
が
、

心
性
本
浄
論

者

は
触

の
後

の
受
-
想
-
思
等

の
経
過

に
お
い
て
も
心
性

は
同

一
で

あ

る
と
考

え
て
い
る
。

(
44
)

こ
の
相
続
心

は
、

『
婆
沙
論
』

の

一
心
相
続
論
者

の

一
心
と
同

じ
考

え
方

で
あ

る
と
見

て
よ
い
。

し
た
が

っ
て
、
『
成
実
論
』

の
「
有

人
」

は

一
心
相
続
論
者

と
同
系
統

の
部
派

に
属
す

る
こ
と
が
わ

か
り
、

や
は
り
大
衆
部
系

で
あ
ろ
う
。

(
45
)

大

正
蔵
三
二
、

二
五
八
中
。

(
46
)

大
正
蔵
三

二
、

二
七
八
上
。
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(
47
)

『
成
実
論
』
巻

五

の

「
立
無
数
品
」
「
非
有
数
品
」
「
明
無
数
品
」

等
を
参

照
。

ま
た
同
巻

五

「
無
相
応
品
」
「
非
相
応
品
」

に
よ
れ
ば
、

心
心
所

の

相
応

を
も
否

定
し
て

い
る
。

と
こ
ろ
で

こ

の
引

用
文

の

「
汝
」

は
そ
れ
ま
で

の
文

脈
か
ら
判

断
す

る
と
有
部

を
指

し
て
い
る

よ
う
で
あ
り
、
ま
た
、
先

に
引
用

し
た

「
心
性
品
」

の
心
性
本
浄
論

者
は
相
応

と

い
う
語

は
用

い
て

い
ず
、

今
ま
で
に
扱

っ
た
論
書

に
お

い
て
も
心
性
本
浄
論
者
が
心
心
所

相
応
説
を
説

い
た
と

い
う
記
述

は

見
当
た
ら
な

い
。

し
か
し

こ
の
あ
た
り
か
ら

の
批
判

の
対
象

が
心
性

本
浄
論
者

で
あ

る
こ
と

は
間
違

い
な

い
の
で
、

こ
の
前
後

の
文
脈
で

は
、
有
部
と
心
性
本
浄
論
者
と

の
区
別
が
あ
ま
り
明
確

で
な

い
よ
う

に
思
わ
れ

る
。

あ

る
い
は
、
『
成
実
論
』

は
、

次
節
で
出
て
く
る
、

相
応
説
を
も
取
り
込
ん
だ
心
性
本
浄

説
を
紹
介

し
て

い
る

の
か
も
し

れ
な

い
。

(
48
)

、、Ω
算
舘
p
ぢ
民
客
ω鋤

σ
三
穿

冨

く
o
。。櫛
轟

銘
ぢ
犀
ま
。・・。碧

二

。
剛7

$
<
a

91
う
91
。・
畏

91
≦
。。ε
甘
き

け陣・、.
Q。
Z
・
出
押

℃
.
一巳

●

(
49
)

こ
の

「
心
相
続
」
を

「
世
俗
諦

と
し
て
認

め
て
い
た
」
と
解
釈

す

る
学
者
も
あ

る
。

し
か
し

『
成
実
論
』

は
、

心
作
用

は
た
と

え
ば

識
i
想
-
受
ー

思
ー
煩
悩

と

い
う
よ
う
に
継
起

し
、

そ
れ
ぞ

れ

の
心

作

用

は
独
立
し
て

い
る
と
し

(大

正
蔵

三

二
、

二
七
七
下
)
、
「
心
性

品
」

で
は
明
ら
か

に
相
続

心
を
否
定

し
て

い
た
。

し
た
が

っ
て
決

し

て
相
続
心
を
認
め
て

い
る
わ
け
で
は
な

い
が

、
有
部

に
比
較

す
れ
ぽ

連

続

の
面
が
強
く
な

っ
て

い
る

こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。

(
50
)

大
正
蔵
三

二
、

二
七
八
中
。

(
51
)

大
正
蔵
四
九
、

一
七
中
、
及
び

二
〇
上
。

(
52
)

寺
本
娩

雅

・
平
松
友
嗣
共
編
訳
註

『
異
部
宗
輪
論
』
、
一8
ダ

や

。。
。。
"

註

二
〇

の
②

に
従

っ
て

訂
正
し
た
。

本
稿
註
(
1
)
の
中
村
瑞

隆

「
心
光
浄
説

よ
り
心
性
光
浄
説

へ
」、

一
七

一
頁
、
註
⑰
を
参
照
。

(
53
)

『
影
印
北
京
版
西
蔵
大
蔵
経
』

(以
下
、

円
箭

(勺
)
●)
、

<
o
一●

一留

"
ま

5

=
」

1
心
.

(
54
)

原
梵
文

と
し
て
、
℃
鎚
犀
嘗

壱
冨
げ
冨

。。<
p
冨

o
『
℃
蜀
犀
慧
愚

℃
轟
"

げ
冨

ω<
9
轟
ヨ

が
予
想

さ
れ
る
。

し
た
が

っ
て
、

漢
訳
文
献

の
「
性
」

が

℃
鎚
貫
鉱

で
あ

る
と
と
も

に
、
「
浄
」
「
清
浄
」

は

℃
舜
げ
冨
。。<
9
茜

で
あ
る
た
め
、

心
性
本
浄
論
者

は

『
増
支
部
』

の
文
章
を
教
証

と
し

て

い
た
、
と
考
え
て
間
違

い
な
い
。

(
55
)

大
正
蔵
四
九
、

一
五
下
-

一
六
上
。

(
56
)

大
正
蔵
四
九
、

一
八
下
。

『
国
訳
大
蔵
経
』

は
、
「
仏
」

は
「
清
」

の
誤
字

か
、
と
し

て
い
る

(論

部
第

二
二
巻
、
七

二
三
頁
、
註

一
〇

七
)
。
も
し

こ
れ

に
従
え
ぽ
、
「
心
性
は
自

ら
浄
清
な

る
も
客
な

る
煩

悩

の
為

に
染

せ
ら

る
」

と
読

め
る
。

(
57
)

大
正
蔵

四
九
、

二

一
上
。

(
58
)

↓
ま

(℃
)
●
〈
9

匿
ざ

潔
O
。=
一』

蕊

●
大

正
蔵

四
九
、

一
五

中
、
'
一
八
中
、

二
〇
中
。

(
59
)

大

正
蔵

四
九
、

一
七
上
。

(
60
)

註
(
1
)
の
中
村
瑞
隆

「
心
光
浄
説
よ
り

心
性
光
浄

説

へ
」
、

一

五
九
頁
。

(61
)

ωU
。
冨

夢
9

α
巴

℃
舘

9

a

饗

傷
巴

≒
§
ヨ

鵠

『
沫
巴

窟
"
2
涛
91
嵩

喜

・
量

く
ま
鼠
αQ
碧

為

犀
ξ

倒
轟

り
目

げ

(℃
)
・
〈
o
一」

口
ざ

悼
緯
ダ

一一・
①
1
刈
●
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(
62
)

αq
Go
ゲ
信
け

爵
曽

α
巴

℃
9
ユ
ヨ

冨

『
犀
一p
αq

℃
鉾
甘

昼
犀
ぎ

円

一〇

冨
ω

。・畠

℃
騨

葺
9

ユ
巴

℃
9

ぴ
ω
↓§

℃
9

げ
。。山
蕊

℃
9
ω冨

。。
σ
嵩

σ
譜

Qゆ
貯

ヨ
四
嵩

び
げ
巴

o
鵠

6

$
§

o
葵

『p
。。巻

口
時
91閤

ぴ
げ
a

o
で
巴

鴛

訟
β
宥

。。斜
ぢ
σq
冨
げ
p
ド

日
ま

(勺
)
.
<
o
一・
一悼
ざ

旨

討

り
=
.
心
ふ

.

(
63
)

諺
び
ぼ
傷
げ
碧

日
爵

o
鐙
び
げ
9、
留

劃

巴

●
げ
鴫

℃
●
零

巴

冨

P

℃
・
一
P◎。
り

一・
8

.
、.箕

舘
毛

8

露

匡

泓
o

、昌
鼠

ミ

ρ

琴

着

8
・
℃
麺
び
ρ
山
仙
げ
呂

冨

蔓

帥
≦

。。夢
ぎ

9
ヨ
・、.

(
64
)

自

性
清

浄

心

・
如

来

蔵

思
想

を

一
ま
ず

完

成

さ

せ

た
と

見

て

よ

い

『
勝

覧
経

』

で

も

、
煩

悩

を

四

つ
の
住

地

煩

悩

(
随

眠

が

発

展

し

た

も

の
と
考

え

ら

れ

る
)

と
纒

煩

悩

と

に
分

け

た
上

で
、

こ
れ

ら

を

す

べ

て
刹
那

滅

で

あ

り
相

応

を
有

す

る
も

の
と

し

、

さ

ら

に
、

四

つ

の
住

地

煩
悩

の
他

に
無

明

住

地

〔煩

悩

〕

を
立

て
、

こ
れ

を

無

始

時

来

に
し

て
心

と

相

応

し

な

い

も

の

と

し

て

い

る
。

.、ぴ
8

ヨ

匡
き

廿
紆

ω
α
o
ユ
p
σq

(凸

二
昌

§

ω
冠

p渉

げ
9

き

α

σq
⇔
舘

さ

一
鶏

び
ω三

℃
o
)

犀
巻

渉

ω
冨

住

o
一σq

℃
p

。。件ρ

。。o
ヨ
ω

犀
覧

鴇

巴

o
一σq

窓

侮
帥
け

日
畠
げ
肖
営

℃
碧

一ロ
碧

℃
"

『
σq
ω
。。o
●
ぴ
8

ヨ

一焦
き

昼
9

ω

ヨ
9

『お

℃
ρ
9

σq
§

。。

犀
旨

ωp

夢

o
σq

ヨ
9

〔
ヨ
9〕

日
9

陣。。

℃
餌
岳

α
霧

慈

ω

旨

〇
三
ω
℃
p

巳

吻
⑦
ヨ
。。
住
僧
ロ

ヨ
一
匡

9
⇒

℃
9

一p
σq
。。
ω
o
..、
↓
ま

(勺
)
・

〈
o
ド

鵠

"
廣

①
P

一一●
心
占

.

ま

た
心

心

所

相

応

説

に
関

し

て

も

、

だ

ん

だ

ん

否
定

し
き

れ

な

い
状

況

が

生

じ

て
き

た
も

の
と

想
像

さ

れ

る
。

(
65
)

こ

れ
だ

け

の
理

由

で

は
勿

論

不

十

分

で
あ

る
が

、

分

別
論

者

、

一
心
相

続

論

者

と

も

特

定

の
部

派

を

指

し

て

い
る

の
で

は

な

く
、

ア

ン
ダ

カ
派

の
場

合

と

同

じ

く

、

大

衆

部

系

の
部

派
中

と

く

に
共

通

点

の
多

い

い
く

つ
か

の
部

派

の
総
称

で

あ

る

の
か

も

し

れ
な

い
。

し

か

し
分
別
論
者

(分
別
説
部
)

は
パ

ー
リ
上
座
部
を
指
す

こ
と
も
あ
る

の
で
、
問
題

は
複
雑

で
あ

る
。

(
66
)

『
論
事
註
』

に
拠
れ
ぽ
、
ア
ン
ダ
カ
派

は
、
王
山
部

・
義
成
部

・

東
山
部

・
西
山
部

の
大
衆
部
系

四
部
派

で
あ

る
と

さ
れ

る

(
噂
●
呂

)
。

そ

の
う

ち
前

二
者

は
、
註

(
31
)
で
述
べ
た
よ
う

に
心
所
を
否
定
し
て

い
る
た
め
、
心
性
本
浄
論
者

で
あ

る
可
能

性
が
高

い
が
、
後

二
者
は

註

(
23
)
で
述
べ

た
よ
う

に

一
切
有
為
法

の

一
心
刹
那
を
主
張

し
て

い

る
た
め
、
心
性
本
浄
論
者

で
は
な

い
可
能

性
も
あ
る
。

し
た
が

っ
て

本
稿

で
は
、
確
実

に
心
性
本
浄
説
を
主
張

し
た
部

派

の
候
補

と
し
て
、

大
衆
部

・
一
説
部

・
説
出
世
部

・
鶏
胤
部

・
王
山
部

・
義
成
部

の
大

衆
部
系

六
部
派
を
想
定
す

る
。


