
玄
美
は
唐
の
貞
観
十
九
年
（
六
四
五
）
に
該
博
な
学
識
と
豊
富
な

経
論
を
携
え
て
印
度
留
学
か
ら
帰
朝
し
、
長
安
の
大
慈
恩
寺
で
空

前
の
大
翻
訳
事
業
を
開
始
し
た
。
そ
の
翻
訳
事
業
は
新
訳
と
称
さ

れ
、
訳
経
史
上
に
新
生
面
を
開
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
訳
業
に

お
い
て
玄
葵
が
も
っ
と
も
力
点
を
お
い
た
の
は
印
度
遊
歴
中
に
学

ん
だ
解
深
密
経
、
爺
伽
論
、
成
唯
識
論
な
ど
に
も
と
ず
く
所
謂
爺

伽
唯
識
の
教
学
で
あ
っ
た
。
長
安
に
於
け
る
こ
の
新
佛
教
の
流
行

は
凄
ま
じ
く
、
そ
れ
を
学
ぶ
学
徒
は
三
千
に
も
及
ん
だ
と
云
う
。

そ
の
数
多
い
玄
葵
門
下
の
中
の
逸
材
窺
基
（
六
三
二
’
八
二
）
に
よ

っ
て
開
立
さ
れ
た
の
が
法
相
宗
で
あ
っ
た
。
逆
に
こ
の
法
相
宗
の

隆
盛
と
倶
に
次
第
に
後
継
者
を
失
い
衰
退
し
て
い
っ
た
の
が
、
地

元
暁
の
浬
藥
宗
要

Ｉ
特
に
浄
影
寺
慧
遠
と
の
関
連
Ｉ

ー

論
・
摂
諭
の
学
派
で
あ
っ
た
。
ま
た
晴
代
に
栄
え
た
北
地
の
猩
藥

宗
も
致
命
的
な
打
撃
を
受
け
て
滅
亡
す
る
に
到
っ
た
。
こ
の
様
に

法
相
宗
の
出
現
は
一
切
皆
成
・
一
乗
真
実
説
を
主
張
す
る
従
来
の

全
佛
教
に
絶
大
な
影
響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
は

法
相
宗
義
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
が
無
性
不
成
・
一
乗
方
便
説
で
、

両
者
の
教
義
の
建
前
が
全
く
異
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
一
切
衆
生
悉

有
佛
性
を
唱
え
、
断
善
根
の
一
關
提
を
も
成
佛
す
る
こ
と
を
説
い

た
混
盤
経
の
立
場
と
は
相
入
れ
な
い
の
が
法
相
宗
義
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
新
旧
の
佛
教
の
間
で
一
三
権
実
の
諭
諄
が
熾
烈
に
反
穫
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
法
蔵
（
六
四
三
’
七
二
一
）
が
華
厳

宗
を
大
成
し
一
乗
家
と
三
乗
家
と
の
立
場
を
融
会
し
て
再
び
一
切

皆
成
の
教
義
を
中
国
佛
教
の
主
流
と
し
て
恢
復
す
る
に
至
っ
た
。

こ
の
新
佛
教
の
攻
撃
を
ど
う
受
け
と
め
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
ひ

木

村

宣
彰
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と
り
摂
論
宗
・
混
藥
宗
の
人
々
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
結
局
、

天
下
の
佛
教
者
全
員
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
爺
伽

唯
識
の
新
佛
教
の
全
盛
の
時
代
に
果
し
て
人
々
は
浬
盤
経
を
如
何

に
理
解
し
解
釈
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
代
に
著
わ
さ
れ

た
浬
藥
経
に
関
す
る
著
述
と
し
て
現
存
す
る
も
の
は
、
一
乗
佛
性

究
覚
論
の
著
者
法
宝
の
浬
梁
経
疏
の
残
簡
と
新
羅
の
元
暁
の
混
漿

宗
要
一
巻
と
で
あ
る
。

法
宝
は
倶
舎
学
者
と
し
て
普
光
と
並
び
称
さ
れ
る
学
僧
で
、
そ

の
生
残
年
時
は
不
明
で
あ
る
が
玄
奨
の
訳
場
で
新
佛
教
に
対
し
て

疑
義
を
呈
し
て
い
る
点
よ
り
推
し
て
そ
の
活
罐
年
代
は
玄
英
佛
教

の
全
盛
時
代
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
に
浬
盤
経
の
註
釈
の
存

①

し
た
こ
と
は
永
超
撰
東
域
伝
灯
目
録
に
「
同
経
略
疏
十
五
巻
薦

福
寺
法
宝
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
そ
の
大
半
は
散
快

②

し
て
今
日
現
存
す
る
の
は
そ
の
残
簡
に
す
ぎ
な
い
。

と
こ
ろ
が
新
羅
元
暁
の
浬
菜
宗
要
一
巻
は
完
全
な
型
で
現
存
す

③

る
。
元
暁
は
そ
の
浬
繋
宗
要
の
中
で
「
新
師
」
と
称
し
て
玄
奨
の

新
学
説
を
紹
介
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
元
暁
は
玄
美
よ
り
も
十
七

年
の
後
輩
で
、
玄
英
が
印
度
か
ら
帰
朝
し
た
時
（
六
四
五
）
、
彼
は

二
十
九
歳
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
時
代
の
智
憾
よ
り
は
十
五
年
、
同

じ
新
羅
出
身
の
円
測
よ
り
は
四
年
の
年
少
で
、
玄
英
の
後
継
者
窺

基
よ
り
は
十
五
年
、
華
厳
の
大
成
者
法
蔵
よ
り
は
二
十
六
年
の
年

長
で
あ
る
。
唐
・
新
羅
を
通
じ
て
佛
教
の
黄
金
時
代
に
元
暁
は
そ

の
生
涯
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。
天
性
抜
群
の
秀
才
で
、
文
辞
は
縦

横
、
談
論
は
風
発
し
、
衆
を
圧
す
る
風
格
が
あ
り
、
た
め
に
万
人

④

の
敵
と
称
さ
れ
た
元
暁
は
、
玄
美
が
翻
訳
事
業
を
始
め
て
五
年
後

の
真
徳
王
四
年
（
彼
は
三
十
四
歳
）
に
義
湘
と
と
も
に
玄
英
の
高
名

を
慕
っ
て
入
唐
留
学
を
志
し
た
。
遼
東
に
出
て
海
門
唐
州
の
界
で

船
を
求
め
て
渡
海
し
よ
う
と
し
た
け
れ
ど
も
苦
雨
に
あ
っ
て
路
傍

の
土
篭
に
宿
る
こ
と
に
な
っ
た
。
夜
が
明
け
て
土
語
の
う
ち
を
見

る
と
そ
れ
は
古
墳
で
骸
骨
が
累
為
と
し
て
い
た
。
霧
雨
な
お
止
ま

ず
、
更
に
一
夜
を
古
墳
で
あ
か
す
こ
と
に
な
っ
た
。
昨
夜
は
土
龍

で
あ
る
と
思
っ
た
の
で
安
眠
し
た
け
れ
ど
も
、
今
夜
は
鬼
郷
に
身

を
托
す
と
思
う
と
種
々
に
怪
鬼
が
現
わ
れ
て
た
た
り
が
多
い
。
そ

こ
で
彼
は
「
心
生
ず
る
が
故
に
種
々
の
法
生
じ
、
心
減
す
る
が
故

に
篭
墳
不
二
な
り
、
唯
心
に
し
て
万
法
唯
識
、
心
外
に
法
な
し
」

と
悟
り
、
別
に
唐
に
求
む
く
き
も
の
な
し
と
考
え
義
湘
と
別
れ
て

ひ
と
り
故
国
新
羅
に
帰
っ
た
と
い
う
。
以
後
、
中
国
を
遠
く
離
れ

た
海
東
の
地
に
在
っ
て
、
専
ら
輸
入
の
典
籍
に
よ
っ
て
佛
教
を
学

ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
の
元
暁
に
混
盤
宗
要
一
巻
の
著
述
が
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
様

な
種
滝
な
る
観
点
か
ら
考
え
て
興
味
あ
る
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

㈲
ま
ず
元
暁
は
玄
美
の
教
学
を
慕
っ
て
入
唐
を
志
し
た
人
物
で
あ
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る
こ
と
。
そ
の
元
暁
が
玄
奨
将
来
の
爺
伽
唯
識
の
五
姓
各
別
、
一

分
不
成
と
真
向
か
ら
対
立
す
る
一
切
衆
生
悉
有
佛
性
を
説
く
浬
藥

経
を
如
何
に
解
釈
し
、
全
佛
教
の
中
で
如
何
に
位
置
付
け
て
い
た

の
か
。
元
暁
は
玄
美
の
教
学
を
「
新
師
」
の
義
と
称
し
て
伝
え
て

い
る
。
同
時
代
の
霊
潤
や
法
宝
ら
は
新
来
の
法
相
宗
義
を
攻
撃
し

た
け
れ
ど
も
窺
基
・
円
測
な
ど
多
く
は
玄
美
の
門
に
参
じ
そ
の
新

し
い
学
説
に
接
す
る
に
及
び
こ
れ
に
傾
倒
し
、
遂
い
に
護
法
流
の

唯
識
に
転
向
す
る
に
至
る
。
さ
ら
に
智
侭
ら
は
玄
英
の
翻
訳
言
の

中
の
唯
識
に
関
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
読
破
し
な
が
ら
、
そ
れ
と

⑤

は
一
線
を
保
ち
玄
英
・
窺
基
に
は
組
し
な
か
っ
た
。
果
し
て
元
暁

は
如
何
な
る
態
度
を
と
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
㈲
ま
た
元
暁
は
一
生

涯
入
唐
す
る
こ
と
は
な
く
、
唐
を
遠
く
離
れ
た
海
東
の
地
に
在
っ

た
と
い
う
こ
と
は
、
新
旧
の
佛
教
の
対
立
の
烈
し
い
中
国
佛
教
の

渦
中
か
ら
離
れ
て
問
題
の
推
移
を
あ
る
程
度
客
観
的
に
な
が
め
ら

れ
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
元
暁
が
極
め

て
多
く
の
経
論
を
論
証
の
材
料
と
し
て
引
用
し
て
い
る
の
は
自
ら

の
客
観
性
を
保
つ
努
力
で
あ
ろ
う
。
彼
が
浬
盤
経
の
宗
要
を
著
す

⑥

た
め
新
旧
の
諸
経
論
か
ら
の
博
引
は
、
彼
が
極
め
て
多
く
の
情
報

を
有
し
て
お
り
、
同
時
に
そ
の
判
断
の
正
確
さ
を
示
し
て
い
る
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
元
暁
の
浬
藥
経
解
釈
の
土
台
は
一
体
那
辺
に

存
す
る
の
か
。
中
国
に
お
け
る
浬
藥
学
の
伝
統
と
如
何
に
結
び
付

く
の
か
。
又
、
何
ら
か
の
伝
統
を
継
承
す
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
そ

れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
受
け
継
い
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
更
に
元

⑦

暁
の
著
述
目
録
を
見
る
と
主
要
な
大
乗
経
典
は
勿
論
の
こ
と
あ
ら

ゆ
る
経
律
論
に
註
釈
を
為
し
て
い
る
。
殊
に
彼
に
は
宝
性
論
料
簡
、

宝
性
論
宗
要
の
著
述
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
漢

訳
の
一
乗
究
寛
宝
性
論
に
対
す
る
註
釈
と
し
て
は
唯
一
の
記
録
さ

れ
た
も
の
で
、
彼
の
他
に
宝
性
論
に
対
し
て
註
釈
を
為
し
た
者
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
そ
の
著
は
散
快
し
て
現
存
し
な

い
が
、
彼
が
浬
藥
経
の
佛
性
義
に
多
大
の
関
心
を
有
し
て
い
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
に
浬
藥
宗
要
の
随
処
に
宝
性
論
を

⑧

引
用
し
自
説
の
有
力
な
論
拠
と
為
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
浬

⑨

藥
宗
要
に
は
他
に
金
鼓
経
、
占
察
経
、
清
僧
福
田
経
な
ど
耳
な
れ

な
い
経
典
の
説
が
引
か
れ
て
お
り
、
元
暁
の
所
引
の
経
論
に
つ
い

て
は
尚
一
層
の
興
味
あ
る
問
題
を
残
し
て
い
る
。
か
か
る
意
味
か

ら
元
暁
の
混
梁
宗
要
を
検
討
し
、
彼
の
浬
藥
義
・
佛
性
義
に
つ
い

て
考
察
し
た
い
と
思
う
。

混
漿
宗
要
は
月
経
題
に
即
し
て
経
の
趣
旨
を
述
尋
へ
る
い
わ
ゆ
る

序
論
に
相
当
す
る
「
略
述
大
意
」
と
㈲
本
論
に
相
当
す
る
「
広
開

分
別
」
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
更
に
㈲
の
本
論
は
「
説
因
縁
」

二
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「
明
教
宗
」
「
出
経
体
」
「
弁
教
迩
」
と
に
分
別
さ
れ
て
い
る
。

⑩
因
縁
は
、
法
華
経
・
二
夜
経
・
摂
大
乗
論
・
智
度
論
な
ど
に
よ

っ
て
混
梁
経
説
法
の
因
縁
を
述
零
へ
た
も
の
で
こ
の
経
を
「
正
し
く

一
化
の
終
日
に
臨
み
、
究
寛
し
て
諸
佛
の
大
意
を
顕
示
す
。
所
謂

⑩

成
道
以
来
の
随
機
の
所
説
、
一
切
の
宗
教
を
総
括
す
」
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
。
②
教
宗
は
本
論
の
中
心
を
為
し
て
お
り
、
浬
樂
経

の
根
本
の
趣
旨
・
根
本
的
立
場
に
つ
い
て
の
論
調
で
あ
る
。
そ
の

浬
盤
経
の
宗
を
論
じ
「
経
文
始
終
所
詮
衆
義
」
、
「
四
種
大
義
」
、

「
当
常
現
常
二
果
」
、
「
円
極
一
果
」
、
「
諸
佛
秘
蔵
無
二
実
性
」

⑪

な
ど
を
も
っ
て
宗
と
な
す
説
を
列
挙
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら

諸
説
を
総
説
で
あ
る
と
し
、
更
に
詳
論
に
入
る
。
詳
論
で
元
暁
は

浬
藥
経
の
宗
ｌ
根
本
の
趣
旨
を
「
混
梁
」
と
「
佛
性
」
と
で
あ
る

と
述
尋
へ
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
自
己
の
混
藥
学
を
組
織
的
に
述
べ

る
に
当
り
「
浬
藥
門
」
「
佛
性
門
」
と
の
二
門
に
大
別
し
、
更
に

各
之
を
六
門
に
分
類
説
明
し
て
い
る
。
従
来
の
浬
藥
学
で
は
浬
盤

と
佛
性
と
が
混
同
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
元
暁
は
自
ら
の

浬
藥
学
を
こ
の
よ
う
に
両
分
し
組
織
的
に
論
究
し
て
い
る
点
は
注

目
す
尋
へ
き
で
あ
る
。
白
経
体
は
、
そ
の
詳
し
い
説
明
は
自
著
の

⑫

「
拐
伽
経
疏
」
に
ゆ
ず
っ
て
い
る
。
此
で
は
経
典
の
本
質
を
体
と

な
す
説
、
音
声
を
体
と
な
す
説
、
名
句
味
と
な
す
説
な
ど
を
挙
げ

て
い
る
。
元
暁
は
此
で
爺
伽
論
に
依
っ
て
経
体
を
論
じ
て
い
る
。

即
ち
摂
決
択
分
の
「
云
何
為
体
、
謂
契
経
体
略
有
二
種
、
一
文
二
義
、

⑬

文
是
所
依
、
義
是
能
依
」
の
文
を
論
拠
と
な
し
て
論
述
し
て
い
る
。

婆
沙
諭
な
ど
の
説
に
従
え
ば
名
は
義
を
表
す
が
故
に
名
を
も
っ
て

体
と
し
た
の
に
対
し
て
、
元
暁
は
名
が
必
ず
し
も
義
を
詮
わ
す
も

の
と
は
考
え
ず
、
文
と
義
と
を
並
記
し
、
文
は
所
依
で
義
は
能
依

で
あ
る
と
云
う
諭
伽
論
の
説
に
従
う
の
で
あ
る
。
四
教
迩
は
、
い

わ
ゆ
る
教
判
諭
で
あ
る
。
ま
ず
劉
乢
の
二
教
五
時
判
を
示
し
、
南

土
の
諸
師
は
概
こ
の
五
時
教
判
を
立
て
る
が
、
北
土
の
諸
師
は
各

経
典
に
そ
れ
ぞ
れ
宗
を
説
く
風
が
あ
っ
た
と
南
北
の
教
判
の
特
色

を
記
し
て
い
る
、
次
に
南
北
の
教
判
の
得
失
を
論
じ
「
若
執
一

⑭

辺
、
謂
一
向
爾
者
二
説
皆
失
、
若
就
随
分
無
其
義
二
説
倶
得
」
と

述
べ
、
一
説
に
限
定
し
固
執
す
べ
き
で
な
い
旨
を
強
く
主
張
し
て

い
る
。混

盤
宗
要
の
概
略
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
而
ら
ぱ
こ
の
元
暁

の
混
藥
経
解
釈
は
ひ
と
り
海
東
新
羅
の
地
で
全
く
独
自
に
為
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
或
い
は
中
国
に
お
け
る
混
樂
経
解
釈
の
伝

統
を
受
け
継
い
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
元
暁
の
教
学
を
通
観
す

る
と
き
、
そ
の
随
処
に
智
侭
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
教
学
や
智
幟

と
同
質
の
問
題
意
識
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
い
ま
浬
樂
宗
要

を
概
観
す
る
と
き
、
智
侭
撰
と
考
え
ら
れ
る
「
孔
目
章
」
や
「
五

十
要
問
答
」
な
ど
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
混
藥
義
は
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認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
浬
藥
宗
要
の
中
で
具
体
的
に
名
を
挙

げ
て
そ
の
所
説
を
紹
介
し
て
い
る
の
は
佛
性
義
に
関
し
て
白
馬
寺

愛
法
師
の
伝
え
る
竺
道
生
の
説
と
、
荘
厳
寺
長
法
師
、
光
宅
寺
法

雲
、
梁
武
帝
ら
の
説
で
あ
り
、
教
判
を
論
ず
る
教
迩
門
で
は
南
土

劉
乢
、
北
土
師
、
天
台
智
者
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
特
に
天
台
智

者
に
対
し
て
は
、
禅
慧
と
も
に
通
じ
世
を
挙
げ
て
重
ん
ず
る
所
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
凡
聖
測
り
難
い
尊
敬
す
書
へ
き
人
で

あ
る
と
称
讃
し
て
い
る
。
現
存
の
元
暁
の
著
述
の
中
で
具
体
的
に

智
韻
の
名
を
挙
げ
て
そ
の
所
説
に
論
評
を
加
え
る
こ
と
が
な
い
だ

け
に
こ
の
浬
樂
宗
要
で
智
頻
に
対
し
て
一
種
の
尊
敬
の
念
を
示
し

．
、
．
‐
‐
⑮
；

て
い
る
こ
と
は
注
目
す
。
へ
き
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
で
元
暁
が
天

台
の
浬
藥
学
を
継
承
し
て
い
る
か
と
言
え
ば
決
し
て
そ
う
で
は
な

く
、
又
、
前
記
の
諸
師
の
浬
樂
学
を
継
承
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

単
に
佛
性
義
の
一
説
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
た
だ
元
暁
も
浬
喋
の
有
翻
家
に
属
し
大
浬
盤
を
大
滅
度
と
翻

じ
、
そ
の
「
大
」
を
解
釈
す
る
に
「
所
言
大
者
、
古
人
釈
云
、
莫

⑯

先
為
義
」
と
述
令
へ
、
古
人
の
解
釈
を
継
承
し
て
い
る
。
こ
の
古
人

⑰

と
は
竺
道
生
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
が
竺
道
生
の
説
に
従

っ
て
い
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
。

而
ら
ぱ
こ
の
浬
樂
宗
要
は
全
く
の
是
々
非
禽
主
義
か
と
言
え
ば

決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
混
喋
宗
要
を
通
読
す
る
と
そ
の
終
始
に

亘
っ
て
浄
影
寺
慧
遠
の
教
学
が
色
濃
く
そ
の
影
を
落
し
て
い
る
。

慧
遠
の
名
は
一
度
も
記
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
以
下
の
点
で
本

書
が
慧
遠
の
浬
藥
観
を
土
台
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
と
な
る
で

あ
ろ
う
。

元
暁
は
混
藥
宗
要
の
本
論
に
相
当
す
る
「
弁
教
宗
門
」
に
お
い

て
彼
の
浬
樂
学
を
構
築
す
る
の
に
「
混
葉
門
」
と
「
佛
性
門
」
と

に
両
別
し
て
い
る
。
こ
の
浬
藥
学
の
構
成
は
、
混
繋
経
の
総
論
的

な
註
釈
書
で
あ
る
吉
蔵
の
浬
樂
経
遊
意
や
灌
頂
の
混
樂
経
玄
義
な

ど
に
は
見
ら
れ
な
い
組
織
で
あ
る
。
又
、
混
樂
徳
目
と
し
て
も
浬

樂
と
佛
性
と
を
混
用
す
る
風
が
あ
っ
た
が
、
元
暁
は
混
樂
経
の
根

本
趣
旨
で
あ
る
宗
を
浬
梁
と
佛
性
と
の
二
門
で
把
え
た
の
で
あ
る
。

⑱

こ
れ
は
元
暁
の
「
宗
」
に
対
す
る
考
え
方
と
も
相
応
す
る
。
し
か

し
こ
こ
で
渥
梁
宗
要
の
本
論
を
「
涯
樂
門
」
と
「
佛
性
門
」
と
為

し
た
と
こ
ろ
の
外
的
要
因
は
、
恐
ら
く
慧
遠
の
大
乗
義
章
に
範
を

と
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
慧
遠
は
大
乗
義
章
の
義
法
聚
の
最
初
に

「
佛
性
義
」
を
論
じ
、
浄
法
聚
中
の
果
法
の
最
初
で
「
混
藥
義
」

を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

元
暁
の
「
浬
藥
門
」
は
㈲
名
義
自
体
相
日
通
局
四
二
減
㈲
三
事

㈹
四
徳
に
分
け
ら
れ
る
。
二
滅
・
三
事
・
四
徳
と
増
数
的
に
分
類

さ
れ
て
い
る
の
も
大
乗
義
章
と
同
じ
方
法
で
あ
る
。
先
ず
名
義
門

で
ば
、
有
翻
家
に
属
す
る
元
暁
は
大
滅
度
の
大
を
慧
遠
と
同
じ
く
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長
広
高
深
多
勝
の
六
義
を
以
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
又
滅
を
釈
す

る
の
に
事
滅
・
理
滅
・
徳
滅
・
択
滅
の
四
減
を
説
く
の
は
、
慧
遠

⑲

が
「
彰
滅
分
斉
」
で
事
滅
・
能
滅
・
応
滅
・
理
滅
の
四
減
を
説
い

て
い
る
の
に
内
容
的
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
外
、
名
義

門
は
多
く
慧
遠
の
浬
梁
義
に
準
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
二
滅
門
で
は
性
浄
と
方
便
壊
の
二
浬
薬
と
、
有
余
と
無
余

と
の
二
浬
雌
と
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
性
浄
方
便
壊
の
二
浬
盤

は
地
論
・
摂
論
家
の
説
く
所
で
あ
り
、
慧
遠
は
十
地
経
論
義
記
を

⑳

は
じ
め
大
乗
義
章
混
喋
義
の
「
開
合
弁
相
」
で
有
余
無
余
混
盤
と

と
も
に
詳
論
し
て
い
る
。
又
、
元
暁
は
三
事
門
で
法
身
・
般
若
・

解
脱
の
三
事
（
三
徳
）
と
浬
盤
と
の
関
係
を
説
じ
て
い
る
。
こ
の
三

徳
と
浬
藥
と
を
総
別
を
立
て
る
論
調
は
後
の
六
相
等
の
華
厳
宗
義

を
想
起
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
亦
慧
遠
が
「
浬

⑳

盤
義
」
で
「
次
摂
三
事
約
対
浬
盤
分
定
総
別
」
に
於
い
て
論
じ
て

い
る
個
所
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
四
徳
門
は
常
楽
我
浄

の
四
徳
を
論
究
す
る
部
門
で
あ
る
。
そ
の
第
一
顕
相
門
で
は
慧
遠

と
同
じ
く
渥
藥
経
の
哀
歎
品
等
の
四
徳
義
を
挙
げ
て
後
、
宝
性
論

の
四
波
羅
蜜
（
常
楽
我
浄
）
の
長
文
を
引
用
し
、
第
二
立
意
門
で
も

「
四
障
を
除
き
」
「
四
愚
を
翻
し
」
「
四
倒
を
対
治
し
」
「
四
相

を
離
れ
る
」
た
め
に
四
徳
が
説
か
れ
る
と
い
う
宝
性
論
の
所
説
を

引
用
し
て
い
る
。
元
暁
の
除
四
障
、
翻
四
愚
、
対
四
倒
、
離
四
相

は
慧
遠
の
断
四
過
、
除
四
愚
、
翻
四
倒
、
治
四
障
に
相
応
す
る
。

宝
性
諭
に
説
く
誘
法
、
著
我
、
怖
畏
世
間
、
捨
離
衆
生
の
「
四
種

障
磯
」
を
慧
遠
は
四
道
と
称
し
て
い
る
が
；
元
暁
は
四
障
と
言
い
、

論
に
忠
実
で
あ
る
。
又
、
論
の
縁
相
・
因
相
・
生
相
・
壊
相
の
四

相
を
慧
遠
は
四
障
と
為
す
の
に
対
し
て
元
暁
は
文
字
通
り
に
四
相

と
言
う
。
文
字
と
順
序
に
出
入
は
あ
る
が
元
暁
の
立
意
門
の
所
説

は
慧
遠
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
三
の
差
別
門
で
は
、

常
の
二
義
と
し
て
法
常
と
佛
常
と
を
説
く
が
、
こ
れ
は
慧
遠
の
法

常
、
報
常
と
相
応
す
る
。
楽
の
断
受
楽
・
寂
静
楽
・
覚
知
楽
・
壊

不
楽
の
四
義
は
、
混
藥
経
に
説
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
慧
遠
と
同
様

で
あ
る
。
我
の
二
義
は
法
我
と
人
我
と
で
あ
っ
て
↑
各
々
体
実
義

・
自
在
義
で
あ
る
と
し
て
哀
嘆
品
と
徳
王
品
と
を
引
し
て
い
る
。

こ
れ
は
慧
遠
の
Ｈ
就
体
自
実
名
我
と
目
就
因
自
在
名
我
と
呼
応
す

る
。
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
経
証
と
す
る
経
文
は
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

浄
の
四
義
は
果
浄
（
有
浄
）
、
業
浄
（
因
浄
）
、
身
浄
、
心
浄
で
、
慧
遠

と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
慧
遠
は
他
に
十
地
経
諭
の
身
浄
・
境
界
浄
．

心
浄
・
啓
浄
の
四
浄
を
出
し
て
い
る
が
元
暁
は
採
用
し
て
い
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
常
楽
我
浄
を
説
く
四
徳
門
は
、
い
ず
れ
も
大
乗
義

章
に
見
え
る
浬
檗
義
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
元
暁
が
慧
遠
の
説
を

継
承
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

第
二
の
佛
性
門
も
多
く
慧
遠
の
佛
性
義
を
素
材
と
し
て
い
る
。
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法
佛
性
・
報
佛
性
の
二
佛
性
の
論
義
、
凡
夫
位
に
約
し
て
佛
性
の

有
無
を
説
く
個
所
、
佛
性
と
三
性
の
論
議
、
又
、
第
六
の
会
通
に

お
い
て
種
々
の
佛
性
義
を
常
住
佛
性
・
無
常
佛
性
・
現
果
佛
性
・

当
果
佛
性
な
ど
に
分
類
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
亦
慧
遠
の
佛
性
義

の
説
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
様
に
教
宗
門
は
多
く
慧

遠
の
教
学
に
そ
の
素
材
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
次
の
第
四
経

体
門
や
第
五
教
迩
門
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

経
体
門
で
は
、
慧
遠
が
大
乗
義
章
の
三
蔵
義
に
「
言
体
性
、
三

蔵
皆
用
教
法
為
体
、
何
者
是
教
、
音
声
、
字
句
与
相
応
、
是
其
教

⑫也
」
と
い
い
、
毘
曇
・
成
実
・
地
持
等
の
諸
諭
を
援
用
し
て
い
る

の
と
軌
を
一
に
す
る
。
た
だ
元
暁
は
終
り
に
新
訳
の
琉
伽
論
摂
決

択
分
の
説
を
引
用
す
る
点
が
相
違
す
る
。
教
迩
門
は
い
わ
ゆ
る
教

判
論
で
、
最
初
に
武
都
山
隠
士
劉
乢
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ

⑳

の
紹
介
文
は
全
く
慧
遠
の
教
迩
義
の
文
に
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
で

「
南
土
諸
師
多
伝
是
義
、
北
方
師
説
般
若
経
皆
了
義
、
然
其
所
宗

⑳

不
同
耳
云
云
」
は
慧
遠
の
衆
経
教
迩
義
の
所
説
に
従
っ
て
の
諭
義

の
よ
う
で
あ
る
。

元
暁
は
自
ら
の
著
述
に
慧
遠
の
名
を
出
し
て
そ
の
所
説
を
紹
介

し
た
り
引
用
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
故
に
こ
の
混

⑳

藥
宗
要
は
注
目
す
兼
へ
き
著
述
で
あ
る
。
新
羅
の
猩
盤
学
は
普
徳
に

は
じ
ま
る
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
ま
だ
混
渠
学
の
資
料
に
乏
し
く
、

当
時
と
し
て
は
大
乗
義
章
が
客
観
性
を
も
っ
た
唯
一
の
権
威
あ
る

資
料
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
ら
ぱ
元
暁
は
如
何
に
し
て
慧
遠
の
浬
藥
学
を
継
承
し
た
の

か
、
は
な
は
だ
興
味
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
若
干
の
考
察
を

加
え
る
。
新
羅
佛
教
と
慧
遠
と
の
関
係
は
、
新
羅
佛
教
の
開
拓
者

⑳

的
存
在
で
あ
る
慶
州
皇
龍
寺
の
円
光
（
五
三
二
’
六
三
○
）
の
入
唐

留
学
に
端
を
発
す
る
。
円
光
は
続
高
僧
伝
の
記
述
に
従
え
ば
、
入

唐
し
て
の
ち
梁
の
三
大
法
師
の
一
人
で
あ
る
荘
厳
寺
僧
長
の
弟
子

に
師
事
し
、
成
実
・
混
盤
を
修
め
、
開
皇
九
年
（
五
八
九
）
に
長
安

に
出
て
摂
諭
は
じ
め
て
興
る
の
に
会
っ
た
と
い
う
。
長
安
に
摂
論

⑳

を
は
じ
め
て
開
講
し
た
の
は
曇
遷
（
五
四
二
Ｉ
六
○
七
）
で
あ
る
。

曇
遷
は
、
勅
に
よ
っ
て
長
安
に
往
き
、
大
典
善
寺
に
住
し
て
摂
論

を
講
義
し
た
。
こ
の
時
、
講
席
に
召
さ
れ
た
の
は
慧
遠
・
慧
蔵
・

僧
休
・
宝
鎮
・
洪
遵
の
五
大
徳
で
あ
っ
た
。
新
羅
の
円
光
も
亦
、

慧
遠
ら
と
と
も
に
講
席
に
列
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
慧

遠
は
六
十
五
歳
で
円
光
よ
り
九
歳
の
年
長
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
の

慧
遠
は
す
で
に
浬
藥
経
義
記
や
大
乗
義
章
の
著
述
を
為
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
真
平
王
二
十
二
年
（
六
○
○
）
円
光
は

十
一
年
間
の
留
学
を
終
っ
て
帰
国
し
、
皇
龍
寺
で
大
乗
経
典
を
講

じ
た
。
こ
の
円
光
を
通
じ
て
慧
遠
の
教
学
が
新
羅
に
輸
入
さ
れ
た

こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
又
、
円
光
と
同
じ
く

ｑ
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元
暁
は
慧
遠
の
著
述
を
土
台
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。
而
ら
ば
元
暁
の
混
藥
経
観
は
慧
遠
に
追
随
す
る
も
の
で
慧

遠
か
ら
一
歩
も
出
な
い
も
の
か
と
い
え
ば
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
・

慧
遠
に
範
を
と
っ
て
い
る
の
は
い
ず
れ
か
と
云
え
ば
外
形
的
・
形

式
的
な
方
面
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
学
説
内
容
に
つ
い

て
は
自
ら
独
自
な
立
場
を
保
ち
、
種
々
の
発
揮
が
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

先
ず
元
暁
が
混
藥
と
佛
性
と
の
二
門
で
混
藥
の
根
本
趣
旨
を
論

⑳

慶
州
皇
龍
寺
に
住
し
た
慈
蔵
（
六
○
八
’
六
七
七
？
）
は
、
善
徳
女
王

五
年
（
六
三
六
）
に
詔
勅
に
よ
っ
て
僧
実
ら
門
人
十
余
人
を
率
い
て

入
唐
し
た
。
彼
は
曇
遷
の
門
下
で
慧
遠
の
後
輩
に
当
る
法
常
（
五

六
七
’
六
四
五
）
に
学
び
、
帰
国
（
六
四
三
年
）
に
際
し
て
は
唐
の
太

宗
が
大
蔵
経
一
部
を
贈
っ
た
と
い
う
。
従
っ
て
慈
蔵
将
来
の
典
籍

の
中
に
慧
遠
の
著
述
が
在
っ
た
こ
と
も
亦
想
像
に
難
く
な
い
。
い

ず
れ
に
せ
よ
円
光
・
慈
蔵
・
元
暁
ら
が
共
に
居
住
し
た
慶
州
皇
龍

寺
は
、
南
北
朝
時
代
の
北
方
の
佛
教
と
因
縁
浅
か
ら
ぬ
も
の
が
あ

⑳

り
、
慧
遠
の
著
述
も
早
く
よ
り
所
蔵
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

か
く
し
て
元
暁
は
慶
州
皇
龍
寺
等
で
慧
遠
の
浬
雌
義
・
佛
性
義
を

学
ぶ
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
・

三

じ
た
こ
と
は
刮
目
に
値
す
る
。
混
藥
は
悟
道
の
世
界
の
名
称
で
あ

り
客
観
的
な
呼
称
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
背
後
を
形
成
し
て
い
る
佛

性
が
当
然
予
想
さ
れ
る
。
混
梁
と
佛
性
と
は
も
の
の
両
面
を
為
す

も
の
で
あ
ろ
う
。
浬
雌
を
論
ず
る
限
り
佛
性
を
問
題
に
す
る
の
は

当
然
で
あ
る
。
こ
れ
を
明
確
に
し
混
藥
・
佛
性
の
両
面
か
ら
混
藥

の
教
理
を
組
織
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
浬
盤
常
住
説
と
称
さ

れ
る
浬
藥
経
が
そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
或
い
は
実
践
的
要
請

と
し
て
佛
性
の
遍
在
性
を
閲
明
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
教

宗
を
こ
の
二
門
に
為
す
こ
と
は
元
暁
の
宗
の
考
え
方
と
も
相
応
す

る
。
彼
は
宗
の
内
容
を
宗
致
と
為
し
、
こ
れ
を
更
に
宗
体
と
意
致

と
に
分
解
す
る
。
意
致
と
は
趣
と
ほ
ぼ
同
様
な
概
念
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
抑
倣
の
宗
趣
の
概
念
と
連
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
智
臓
は
「
文
義
綱
目
」
に
「
問
、
宗
趣
何
別
。
答
、
語
之
所

⑳

表
日
宗
、
宗
之
所
帰
Ⅱ
趣
」
と
説
い
て
い
る
。
元
暁
の
宗
体
は
、

語
の
所
表
す
な
わ
ち
経
の
表
わ
す
と
こ
ろ
の
浬
梁
を
宗
体
と
し
、

そ
の
実
践
的
帰
趨
の
核
心
を
佛
性
と
し
て
表
し
意
致
と
為
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

慧
遠
は
大
乗
義
章
の
中
で
い
か
ん
な
く
そ
の
博
覧
と
組
織
的
頭

脳
を
発
揮
し
て
、
多
数
の
経
論
の
所
説
を
集
め
、
異
同
を
勘
案
し

整
理
統
一
し
て
、
後
の
学
者
に
多
く
の
便
宜
を
与
え
た
。
し
か
し

慧
遠
の
自
説
が
那
辺
に
存
す
る
の
か
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
・
そ
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の
点
元
暁
は
慧
遠
に
依
り
な
が
ら
そ
れ
ら
に
対
し
て
必
ず
是
非
を

論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

元
暁
は
佛
性
門
の
出
体
で
「
昔
来
説
雌
有
百
家
義
類
相
摂
不
出

⑪

六
種
」
と
い
い
、
六
師
の
佛
性
の
本
質
論
を
挙
げ
て
批
評
を
加
え

て
い
る
。
先
ず
第
一
師
は
当
有
の
佛
果
を
佛
性
の
体
と
な
す
説
。

こ
れ
は
白
馬
寺
愛
法
師
が
述
蕊
へ
る
竺
道
生
の
義
で
あ
る
。
第
二
師

は
現
有
の
衆
生
を
佛
性
の
体
と
な
す
説
。
こ
れ
は
荘
厳
寺
長
法
師

の
義
で
あ
る
。
第
三
師
は
衆
生
の
心
は
木
石
と
異
な
り
、
必
ず
厭

苦
求
楽
の
性
が
あ
り
、
そ
の
性
の
故
万
行
を
修
し
終
に
無
上
菩
提

の
果
を
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
衆
生
の
心
性
を
正
因
佛
性
の
体
と

⑫

な
す
説
。
こ
れ
光
宅
寺
雲
法
師
の
説
。
法
雲
は
「
夫
人
経
」
の
自

性
清
浄
章
の
「
若
無
如
来
蔵
者
、
不
得
厭
苦
楽
求
浬
藥
」
の
経
文

を
引
い
て
論
拠
と
な
し
て
い
る
。
第
四
師
は
心
中
の
神
霊
不
失
の

性
を
正
因
佛
性
（
心
神
）
の
体
と
な
す
説
。
こ
れ
は
梁
武
請
焉
天
子

の
説
。
第
五
師
は
阿
頼
耶
識
法
爾
種
子
を
佛
性
の
体
と
な
す
「
新

師
」
等
の
説
。
爺
伽
論
菩
薩
地
種
姓
品
の
「
本
性
往
種
姓
者
、
謂

⑬

諸
菩
薩
六
処
殊
勝
有
如
是
相
、
従
無
始
世
展
転
伝
来
法
爾
所
得
」

の
説
が
引
か
れ
て
お
り
法
相
宗
義
と
指
す
も
の
で
「
新
師
等
」
と

は
玄
英
ら
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
第
六
師
は
阿
摩
羅
識
の
真
如
解

性
を
佛
性
の
体
と
な
す
説
。
宝
性
論
三
一
切
衆
生
有
如
来
蔵
品
の

「
彼
真
如
性
者
、
依
此
義
故
、
六
根
聚
経
言
、
世
尊
、
六
根
如
是

⑭

経
無
始
来
畢
寛
諸
法
体
故
」
を
引
用
し
て
い
る
。
六
根
聚
経
は
漢

訳
さ
れ
て
お
ら
ず
、
占
察
善
悪
業
報
経
の
最
後
に
同
一
経
名
を
出

し
て
い
る
が
、
内
容
等
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
真
如
性
と
は
、

こ
の
六
根
聚
経
に
、
六
根
は
是
の
如
く
に
無
始
よ
り
来
、
畢
寛
充

実
の
諸
法
の
体
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
第
六
師
の
説
は
真
諦
の
説

で
あ
る
・

こ
れ
ら
の
諸
説
に
対
し
て
元
暁
は
、
「
次
判
是
非
者
、
此
諸
師

説
皆
是
非
、
所
以
然
者
佛
性
非
然
非
不
然
以
非
然
故
、
諸
説
悉
非
＄

⑮

非
不
然
故
、
諸
義
悉
是
。
」
と
そ
の
是
非
を
論
じ
て
い
る
。
即
ち

「
佛
性
の
体
は
正
に
是
れ
一
心
で
、
一
心
の
性
は
諸
辺
を
遠
離
し
、

諸
辺
を
遠
離
す
る
が
故
に
都
て
当
る
所
が
な
い
、
当
る
所
が
無
い

が
故
に
当
ら
ざ
る
所
も
な
い
」
と
述
令
へ
、
こ
れ
を
「
就
心
論
」
と

「
約
縁
諭
」
の
両
面
か
ら
論
じ
て
い
る
。
前
者
か
ら
す
れ
ば
、
心

は
非
因
非
果
、
非
真
非
俗
、
非
人
非
法
、
非
起
非
伏
で
あ
る
が
、

後
者
の
縁
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
起
伏
・
法
人
・
真
俗
・
因
果
で

あ
る
。
従
っ
て
当
有
の
果
を
佛
性
の
体
と
な
す
第
一
師
の
説
も
～

今
有
の
因
を
体
と
な
し
、
俗
諦
に
立
つ
第
二
乃
至
第
五
師
の
説
、

真
諦
に
立
つ
第
六
師
の
説
。
と
も
に
「
就
心
論
」
か
ら
す
れ
ば
非

で
あ
る
が
、
「
約
縁
論
」
か
ら
す
れ
ば
是
で
あ
る
と
し
、
諸
説
を

否
定
す
る
と
倶
に
肯
定
し
て
い
る
。
そ
の
肯
定
面
に
つ
い
て
更
に

．
心
」
の
立
場
か
ら
判
断
を
下
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
於
一
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心
法
有
二
種
義
」
と
し
て
心
を
一
に
は
不
染
に
し
て
染
、
二
に
は

染
に
し
て
不
染
と
に
分
け
る
。
佛
性
の
体
で
あ
る
心
が
「
染
而
不

染
」
に
立
て
ば
一
味
寂
静
、
「
不
染
而
染
」
に
立
て
ば
流
転
六
道

で
あ
る
と
い
う
。
勝
鬘
経
の
自
性
清
浄
心
や
起
信
論
の
所
説
が
染

而
不
染
の
一
味
寂
静
の
義
を
明
か
す
も
の
で
拙
前
の
諸
説
の
内
で

は
第
六
師
即
ち
真
諦
三
蔵
の
義
が
こ
れ
に
当
る
と
為
し
て
い
る
。

元
暁
は
真
諦
の
説
を
も
っ
て
一
応
の
正
義
と
為
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
新
師
玄
英
三
蔵
等
の
説
を
混
藥
経
の
盲
人
が
各
狗
象
を
説
く

譽
哺
を
借
り
「
実
を
得
ざ
る
と
雛
、
象
を
説
か
ざ
る
に
は
あ
ら

ず
」
と
評
し
て
い
る
。

か
か
る
佛
性
に
関
す
る
諸
説
に
つ
い
て
の
是
非
の
論
評
を
通
し

て
見
る
時
、
彼
の
佛
性
論
は
結
局
は
起
信
論
の
「
一
心
」
に
そ
の

基
本
を
お
い
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

元
暁
の
浬
藥
観
、
佛
性
義
は
会
通
門
に
於
い
て
よ
り
明
瞭
と
な

り
、
又
、
そ
の
所
説
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
会
道
門
で

は
、
佛
性
の
義
は
無
量
で
あ
る
が
、
整
理
す
れ
ば
次
の
五
種
を
出

な
い
と
い
う
。
即
ち

㈲
性
浄
門
常
住
佛
性

目
随
染
門
無
常
佛
性

目
現
果
（
諸
佛
所
得
）
佛
性

四
当
果
（
衆
生
所
含
）
佛
性

⑤
一
心
非
因
非
果

目
の
性
浄
門
常
住
佛
性
は
第
一
義
空
．
十
二
因
縁
・
中
道
・
一

乗
等
を
佛
性
と
な
す
も
の
で
あ
り
、
口
の
随
染
門
無
常
佛
性
は
大

信
心
・
四
無
量
心
・
四
無
磯
智
・
三
昧
な
ど
を
佛
性
と
為
す
の
で

あ
る
。
国
現
果
佛
性
は
文
字
通
り
如
来
の
佛
性
で
、
四
の
当
果
佛

性
は
一
切
衆
生
悉
有
の
佛
性
を
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
③
の
一

心
こ
そ
元
暁
独
自
の
佛
性
義
で
あ
る
。
彼
は
浬
藥
経
師
子
乳
品
の

四
佛
性
の
経
文
、
即
ち
「
佛
性
老
有
因
有
因
因
有
果
有
果
果
」
を

引
き
、
一
心
の
体
は
非
因
非
果
で
あ
る
が
故
に
、
因
と
作
り
果
と

為
る
の
で
あ
り
、
亦
因
因
と
作
り
果
果
と
為
り
得
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
「
当
知
前
説
四
門
染
浄
二
因
、
当
現
二
果
、
其
性
無
二

⑯

唯
是
一
心
、
一
心
之
性
唯
佛
所
休
、
故
説
是
心
名
為
佛
性
」
と
結

論
し
て
い
る
。

こ
の
「
一
心
」
と
は
い
か
な
る
意
味
か
。
元
暁
は
「
起
信
論

⑰

疏
」
や
「
同
別
記
」
に
「
衆
生
心
と
謂
う
は
自
体
の
法
と
名
づ
く
。

今
大
乗
中
の
一
切
諸
法
は
皆
別
体
な
し
。
唯
一
心
を
用
っ
て
其
の

自
体
と
為
す
」
と
い
う
。
こ
の
一
心
と
は
衆
生
心
で
あ
り
、
わ
れ

わ
れ
の
現
実
の
心
で
あ
る
。
更
に
彼
は
「
一
心
と
は
如
来
歳
と
名

⑬

づ
く
」
と
言
っ
て
い
る
所
か
ら
見
る
と
、
起
信
論
所
説
の
衆
生
心

を
も
っ
て
如
来
歳
・
佛
性
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
果
し
て
衆
生

心
を
直
ち
に
如
来
歳
と
み
る
こ
と
が
起
信
論
の
趣
旨
で
あ
る
か
否

『ー戸
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元
暁
の
浬
盤
経
観
は
最
後
の
教
迩
す
な
わ
ち
教
判
諭
に
お
い
て

も
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
元
暁
は
五
時
判
と
四
宗
判
に
代
表

さ
れ
る
南
北
の
教
判
の
得
失
を
論
じ
「
若
執
一
辺
謂
一
向
爾
者
、

⑪

二
説
皆
失
。
若
就
随
分
無
其
義
、
二
説
倶
得
」
と
一
方
に
固
執
す

べ
き
で
な
い
旨
を
説
い
て
い
る
。
更
に
天
台
智
者
と
神
人
と
の
間

⑫

答
に
寄
せ
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
智
顎
が
神
人
に
対
し
て

「
北
の
四
宗
判
は
経
意
に
合
う
や
否
や
」
と
問
う
た
と
こ
ろ
神
人

は
「
失
多
く
得
少
し
」
と
答
え
た
。
ま
た
「
南
の
成
論
師
の
立
て

る
五
教
は
佛
意
に
称
う
や
不
や
」
と
問
う
と
神
人
は
「
小
し
四
宗

判
に
勝
る
も
な
お
失
が
多
い
」
と
答
え
た
と
い
う
。
天
台
智
者
は

禅
慧
と
も
に
通
じ
、
世
を
挙
げ
て
重
ん
ず
る
所
で
あ
る
。
そ
の
智

顎
が
神
人
の
言
に
托
し
て
四
宗
説
や
五
時
説
を
批
判
し
て
い
る
の

⑲か
は
別
と
し
て
、
元
暁
は
真
如
・
生
滅
を
具
有
す
る
現
実
の
心
を

以
っ
て
佛
性
の
体
と
為
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
観
念
的
な

心
性
の
如
き
も
の
を
指
す
の
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら

主
体
的
な
佛
道
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
論
義
と
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
こ
に
彼
が
起
信
論
を
も
っ
て
、
一
切
の
経
意
を
摂
す
る
も
の
で

浬
藥
法
華
金
鼓
大
乗
同
性
華
厳
瑳
洛
大
品
大
集
の
諸
大
乗
経
の
肝

⑩

心
、
一
も
っ
て
こ
れ
を
貫
く
も
の
と
説
く
所
以
が
あ
る
。

四

で
あ
り
、
佛
意
は
深
遠
無
礒
で
あ
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
こ
で
四
宗
・
五
教
を
も
っ
て
経
旨
・
佛
意
を
論
ず
る
の
は
螺
で

海
水
を
酌
み
、
管
で
天
を
閥
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
元

暁
の
主
張
で
あ
る
。

元
暁
は
こ
こ
で
五
時
・
四
宗
の
教
判
の
一
説
に
固
執
す
る
な
ら

ば
そ
れ
は
む
し
ろ
佛
意
を
冒
涜
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
固
執
し

な
け
れ
ば
経
論
に
そ
の
論
拠
が
あ
る
以
上
そ
の
説
は
認
め
ら
れ
る

と
言
う
。
二
律
背
反
的
な
諸
説
も
「
定
取
一
辺
不
当
道
理
」
「
無

障
礪
説
倶
有
道
理
」
で
あ
り
、
道
理
が
あ
る
か
ら
異
説
が
会
せ
ら

れ
る
。
彼
は
本
書
の
中
で
随
処
で
「
道
理
」
と
い
う
言
葉
を
用
い

て
い
る
。
元
暁
の
和
誇
思
想
を
可
能
な
ら
し
め
る
「
道
理
」
と
は

一
体
何
か
。
そ
れ
は
万
流
が
一
味
海
に
合
す
る
よ
う
に
、
佛
教
の

衆
典
の
部
分
は
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
固
執
を
離

れ
佛
意
の
至
公
を
開
け
ば
百
家
の
異
需
を
そ
の
ま
ま
調
和
さ
せ
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
元
暁
の
意
見
で
あ
る
。

而
ら
ば
最
後
に
元
暁
は
五
姓
各
別
説
と
皆
有
佛
性
説
と
の
二
律

皆
反
的
な
問
題
に
対
し
て
如
何
な
る
態
度
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
彼
は
真
諦
の
佛
性
義
を
是
認
し
て
い
る
が
新
師
の
説
に
対
し

て
は
決
し
て
組
し
て
い
な
い
こ
と
は
既
に
述
令
へ
た
が
、
五
姓
各
別

説
に
対
し
て
は
如
何
。
彼
に
と
っ
て
五
姓
差
別
と
皆
有
佛
性
と
は

緊
急
に
解
決
す
等
へ
き
問
題
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
開
佛
意
之
至
公
和

戸 再
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百
家
之
異
諄
」
を
説
く
の
で
あ
り
、
一
方
を
捨
て
去
っ
て
事
足

れ
り
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
こ
で
考
案
さ
れ
た
の
が
一
‐
依

持
」
と
「
縁
起
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。
混
梁
経
迦
葉
品
に

佛
性
の
有
無
を
「
㈲
關
提
人
有
・
善
根
人
無
、
口
閲
提
人
無
・
善

根
人
有
、
白
二
人
倶
有
、
卿
二
人
倶
無
」
と
四
句
分
別
し
て
い
る
。

こ
の
四
句
を
初
義
乃
至
第
四
義
の
四
通
り
解
釈
し
、
順
次
に
高
次

の
立
場
へ
止
揚
し
て
ゆ
く
。
そ
の
初
義
に
「
前
之
二
句
約
依
持
門

説
五
種
性
、
其
後
二
句
就
縁
起
門
顕
因
果
性
」
と
依
持
と
縁
起
と

に
分
け
、

。
。
０
０

、
、
、

謂
初
句
言
閨
提
人
有
者
、
不
定
性
人
断
善
根
時
猶
有
、
作
佛

法
爾
種
子
故

０
０
０
０

、
、
、
、

善
根
人
無
者
、
決
定
二
乗
有
善
根
時
無
、
如
前
説
作
佛
種
子

故

０
０
０
Ｏ

、
、
、
、

第
二
句
中
善
根
人
有
者
、
菩
薩
種
性
無
断
善
根
本
来
具
有
、

作
佛
種
子
故

０
○
○
○

泊
、

閏
提
人
無
者
、
無
性
衆
生
断
善
根
時
永
無
、
如
前
菩
薩
種
性

⑬

故
、
故
知
此
二
句
顕
五
種
性
也

と
述
べ
、
第
一
句
第
二
句
は
依
持
門
で
五
種
性
を
顕
わ
す
も
の

で
あ
る
。
第
三
句
の
．
一
人
倶
有
」
は
「
縁
起
門
中
因
性
、
凡
有

心
者
当
得
菩
提
」
の
謂
で
あ
り
、
第
四
句
の
「
二
人
倶
無
」
は

「
縁
起
門
中
果
性
、
当
時
未
得
無
上
菩
提
」
の
故
で
あ
る
と
解
し

て
い
る
。
経
意
は
寛
ぐ
苞
ざ
る
所
が
無
い
か
ら
、
五
種
差
別
の
依

持
門
と
皆
有
佛
性
の
縁
起
門
と
の
二
門
で
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来

る
と
述
べ
て
い
る
。
依
持
門
は
球
伽
顕
揚
等
の
五
性
差
別
の
文
に

依
っ
て
立
て
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
元
暁
の
代
表
的
著
述
で
あ

⑭

る
「
和
謬
論
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
依
持
門
の
釈
に
従
え

ば
決
定
性
の
二
乗
と
無
性
閏
提
と
の
成
佛
を
否
定
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
迦
葉
品
の
四
句
は
慧
遠
も
随
処
に
解
釈
し
て
い
る
が
、

元
暁
の
依
持
門
の
解
釈
と
は
全
く
別
種
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
申

す
ま
で
も
な
い
。
元
暁
は
五
性
差
別
の
依
持
門
を
「
経
意
寛
無
所

不
苞
」
と
第
一
義
の
釈
を
一
応
は
肯
定
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
正

義
と
し
て
採
用
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
第
二
義
の
解
釈
で
は

四
句
の
全
て
を
浬
盤
経
の
皆
有
佛
性
の
文
に
依
る
縁
起
門
に
就
い

て
説
く
の
で
あ
る
。
即
ち
前
三
句
は
「
明
因
差
別
」
で
、
後
一
句

は
「
顕
果
無
こ
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
慧
遠
の
説
に
近
い
。

第
三
義
は
抑
引
意
説
・
勧
請
意
説
・
生
普
敬
意
・
起
広
度
意
を
四

句
に
配
し
て
釈
し
て
い
る
。
第
四
義
は
二
辺
を
離
れ
ん
が
為
に
四

句
を
説
く
と
解
し
て
い
る
。
即
ち
有
佛
性
・
無
佛
性
の
二
辺
を
遮

止
し
、
一
辺
に
固
執
す
る
こ
と
を
誠
め
る
の
で
あ
る
。
元
暁
の
立

場
が
第
四
義
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
・

依
持
門
と
縁
起
門
と
い
う
分
別
批
判
の
為
の
範
晴
は
、
元
暁
に

と
っ
て
は
経
諭
の
異
説
と
会
通
ｌ
彼
の
言
葉
で
言
え
ば
和
諄
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Ｉ
す
る
為
の
一
観
点
で
あ
っ
た
。
然
ら
ば
依
持
と
縁
起
と
は
相

互
に
如
何
な
る
関
係
を
有
す
る
か
と
言
え
ば
、
当
然
縁
起
門
を
も

っ
て
依
持
門
よ
り
も
高
次
な
も
の
と
な
さ
れ
て
い
る
。
礒
伽
顕
揚

の
五
性
差
別
の
文
に
依
っ
て
立
て
た
依
持
門
は
、
混
梁
の
皆
有
佛

性
の
文
に
依
っ
て
立
て
た
縁
起
門
の
中
に
包
摂
さ
れ
る
と
考
え
た

の
で
あ
る
。

要
す
る
に
元
暁
の
立
場
は
、
何
れ
も
経
論
に
証
拠
が
あ
る
が
故

に
両
様
の
説
が
あ
っ
て
も
倶
に
実
な
ら
ざ
る
は
な
し
と
し
、
こ
れ

を
会
道
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
当

時
流
行
の
五
性
各
別
の
法
相
義
に
対
し
て
案
出
し
た
の
が
依
持
と

縁
起
の
二
門
で
あ
っ
た
。
彼
は
か
っ
て
玄
奨
の
教
学
が
唐
に
興
隆

し
た
の
を
聞
き
、
義
湘
と
と
も
に
慕
っ
て
入
唐
せ
ん
と
し
た
が
、

結
局
そ
れ
に
組
す
る
こ
と
は
な
く
、
旧
訳
系
の
起
信
諭
等
を
も
っ

て
佛
教
教
理
を
綜
括
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

註①
東
域
伝
灯
目
録
（
大
正
五
五
・
二
五
ａ
）

②
法
宝
の
浬
藥
経
疏
は
大
正
十
三
年
、
朝
鮮
総
督
府
か
ら
コ
ロ
タ
イ

プ
で
出
版
さ
れ
た
。
全
二
十
巻
の
中
、
九
と
十
の
二
巻
の
み
が
現
存
。

③
浬
梁
宗
要
（
大
正
三
八
・
二
四
九
ｂ
）
尚
、
布
施
浩
岳
「
浬
築
宗

の
研
究
」
後
篇
参
照
。

④
元
暁
の
伝
記
は
「
未
高
僧
伝
」
巻
四
「
唐
新
羅
国
黄
龍
寺
元
暁

伝
」
（
大
正
五
○
・
七
三
○
ａ
）
お
よ
び
「
三
国
遣
事
」
巻
四
「
元

暁
不
蕊
」
の
条
が
主
要
な
も
の
で
あ
る
。

⑤
坂
本
幸
男
「
華
厳
教
学
の
研
究
」
所
収
「
智
侭
教
学
に
於
け
る
唯

識
説
」
参
照
。

⑥
元
暁
の
経
論
の
引
用
態
度
に
つ
い
て
は
「
崇
山
朴
吉
真
博
士
華
甲

紀
念
韓
国
佛
教
思
想
史
」
所
収
の
李
箕
永
氏
の
論
文
参
照
。

⑦
例
え
ば
佛
教
学
同
人
会
発
行
の
「
元
暁
全
集
」
参
照
。

③
浬
築
宗
要
（
大
正
三
八
・
二
四
五
ｃ
、
同
二
四
六
ａ
、
同
二
四
六

ｂ
、
同
二
四
六
ｃ
、
同
二
五
○
ａ
、
同
二
五
○
Ｃ
）
参
照
。

⑨
浬
築
宗
要
（
大
正
三
八
・
二
四
四
ａ
、
同
二
四
五
ａ
、
同
二
四
八

ａ
、
同
二
四
一
ｃ
）
、
な
お
金
鼓
経
は
金
光
明
経
の
こ
と
で
あ
り
、

清
僧
福
日
経
は
諸
徳
福
田
経
の
誤
植
で
あ
ろ
う
。

⑩
同
右
（
大
正
三
八
・
二
三
九
ｃ
）

⑪
同
右
（
大
正
三
八
・
二
四
○
ａ
）

⑫
糯
伽
経
疏
七
巻
は
義
天
録
一
（
大
正
五
五
・
一
、
一
六
九
ｂ
）
等

に
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
散
扶
し
て
伝
わ
ら
な
い
。
入
傍
伽

経
心
玄
義
纂
要
紗
に
よ
れ
は
そ
の
特
色
は
四
巻
梼
伽
と
十
巻
傍
伽
と

の
融
合
を
計
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
。

⑬
琉
伽
論
巻
八
一
（
大
正
三
○
・
七
五
○
ｂ
）

⑭
浬
梁
宗
要
（
大
正
三
八
・
二
五
五
ｂ
）

⑮
横
超
慧
日
「
天
台
教
判
の
特
色
に
関
す
る
一
試
論
」
（
「
福
井
博
士

頌
寿
記
念
東
洋
文
化
論
集
」
）
所
収
参
照
。

⑯
浬
藥
宗
要
（
大
正
三
八
・
二
三
九
ｂ
、
同
二
四
一
ａ
）

⑰
こ
の
「
古
人
釈
」
が
竺
道
生
を
背
す
こ
と
は
「
浬
築
経
集
解
」
一

（
大
正
三
七
・
三
七
七
ｂ
）
の
竺
道
生
の
釈
と
比
較
す
れ
ば
容
易
に

解
か
る
。

、
、

⑬
両
巻
無
量
寿
経
宗
要
に
「
此
経
正
以
浄
土
因
果
為
其
宗
体
、
摂
物

59



往
生
以
為
意
致
」
（
大
正
三
七
・
一
二
五
ｃ
）
と
い
い
、
弥
勒
上
生

経
宗
要
に
も
「
此
経
正
以
観
行
因
果
而
為
其
宗
、
令
人
生
天
、
永
無

退
以
為
意
致
」
と
い
う
。
即
ち
こ
れ
ら
に
よ
る
と
き
元
暁
は
、
宗
を

宗
体
と
意
致
と
で
把
え
て
い
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
。

⑲
大
乗
義
章
一
八
「
浬
盤
義
」
（
大
正
四
四
・
八
一
四
ｃ
）

⑳
大
乗
義
章
一
八
「
浬
藥
義
」
（
大
正
四
四
・
八
一
七
ａ
）

④
同
右
、
（
大
正
四
四
・
八
二
二
ａ
）

、
大
乗
義
章
一
「
三
蔵
義
」
（
大
正
四
四
・
四
六
八
ｂ
）

⑳
大
乗
義
章
一
「
教
迩
義
」
（
大
正
四
四
・
四
六
五
ａ
）

④
浬
樂
宗
要
（
大
正
三
八
・
二
五
五
ａ
）

⑳
普
徳
に
つ
い
て
は
「
三
国
遺
事
」
三
「
普
徳
移
庵
」
の
条
参
照
。

⑳
円
光
に
つ
い
て
は
「
続
高
僧
伝
」
巻
十
三
（
大
正
五
○
・
五
二
三

Ｃ
）
、
「
海
東
高
僧
伝
」
巻
二
流
通
一
之
二
（
大
正
五
○
・
一
○
二
○

ｃ
）
、
「
三
国
遺
事
」
五
「
円
光
西
学
」
の
条
参
照
。

⑳
「
続
高
僧
伝
」
巻
十
八
（
大
正
五
○
・
五
七
一
ｂ
）

⑳
「
三
国
遺
事
」
巻
四
「
慈
蔵
定
律
」
の
条
（
大
正
四
九
・
一
○
○

五
ａ
）
等
照
。

⑳
恵
谷
隆
戒
氏
は
「
円
光
と
慈
蔵
と
の
関
係
は
明
瞭
を
欠
く
も
、
共

に
皇
竜
寺
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
か
ら
想
像
す
れ
ば
、
慈
蔵
は
円
光

の
思
想
的
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
中
略
）

同
じ
く
皇
竜
寺
に
お
い
て
出
家
し
た
元
暁
が
、
浄
影
寺
慧
遠
の
思
想

を
継
承
し
て
い
る
点
か
ら
見
れ
ば
、
円
光
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
皇

竜
寺
系
統
の
学
者
は
、
一
様
に
慧
遠
流
の
浄
土
教
を
宣
揚
し
た
も
の

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
、
浄
土
教
に
お
け
る
皇
竜
寺
と
慧
遠

の
関
係
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
（
「
浄
土
教
の
新
研
究
」
五
八
頁
参

昭
噌
）

⑳
華
厳
経
文
義
綱
目
（
大
正
三
五
・
四
九
五
ｂ
）

④
浬
梁
宗
要
（
大
正
三
八
・
二
四
九
ａ
）

、
勝
堂
経
（
大
正
一
二
・
二
二
二
ｂ
）

⑳
琉
伽
論
巻
三
五
菩
薩
地
十
五
姓
性
品
（
大
正
三
○
・
四
七
八
ｃ
）
。

宇
井
伯
寿
「
琉
伽
論
研
究
」
五
○
頁
参
照
。

⑭
宝
性
論
巻
三
（
大
正
三
一
・
八
三
五
ｂ
）
。
宇
井
伯
寿
「
琉
伽
論

研
究
」
五
○
頁
、
同
「
宝
性
論
研
究
」
一
七
五
頁
参
照
。

⑮
浬
盤
宗
要
（
大
正
三
八
・
二
四
九
ｂ
）

⑳
浬
藥
宗
要
（
大
正
三
八
・
二
五
四
ｂ
）

⑰
起
信
論
疏
（
大
正
四
四
・
二
○
六
ａ
）
、
な
お
、
起
信
論
別
記
（
大

正
四
四
・
二
二
六
ｃ
）
を
も
参
照
。

⑬
起
信
論
疏
（
大
正
四
四
・
二
○
六
ｃ
）

⑲
玉
城
康
四
郎
「
大
乗
起
信
論
の
根
本
問
題
」
（
関
口
真
大
「
止
観

の
研
究
」
所
収
）
参
照
。

、
起
信
論
疏
上
「
至
如
鵠
林
一
味
之
宗
、
鷲
山
無
二
之
趣
、
金
鼓
同

性
三
身
之
極
果
、
華
厳
理
路
四
階
之
深
因
、
大
品
大
集
鵬
蕩
之
至
道
、

日
蔵
微
密
之
玄
門
、
凡
此
等
輩
中
衆
典
之
肝
心
、
一
以
貫
之
者
、
其

唯
此
（
起
信
）
論
乎
・
」
（
大
正
四
四
・
二
○
二
ｂ
）

⑲
浬
桑
宗
要
（
大
正
三
八
・
二
五
五
ｂ
）

、
横
超
慧
日
「
天
台
教
判
の
特
色
に
関
す
る
一
試
論
」
（
注
⑮
）

⑬
浬
藥
宗
要
（
大
正
三
八
・
二
五
一
ｃ
）

⑭
釈
華
厳
教
分
記
円
通
紗
巻
三
「
和
浄
論
中
、
依
琉
伽
顕
揚
等
立
依

持
門
、
依
浬
渠
等
経
立
縁
起
門
云
云
」
。
な
お
和
諄
論
は
す
で
に
散

快
し
て
伝
わ
ら
な
い
。
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