
浄
影
慧
遠
の
大
乗
義
章
に
、
佛
性
義
、
二
種
性
義
な
ど
が
あ
り
、
こ
こ
に
慧
遠
の
佛
性
説
が
ま
と
め
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
天
台

の
法
華
玄
義
（
五
下
）
に
、
三
軌
と
十
種
の
三
法
と
円
融
す
る
こ
と
を
説
き
、
そ
の
う
ち
に
三
因
佛
性
の
説
を
明
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
三

論
の
吉
蔵
の
大
乗
玄
論
に
は
、
佛
性
義
と
い
う
一
章
が
あ
り
、
こ
こ
に
三
論
宗
の
五
種
佛
性
の
説
が
、
組
織
的
に
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

天
台
は
慧
遠
よ
り
十
五
、
吉
蔵
は
天
台
よ
り
十
一
の
年
少
で
あ
る
が
、
こ
の
当
時
↑
佛
性
の
問
題
が
、
こ
れ
ら
の
高
僧
碩
学
に
よ
っ
て
取

上
げ
ら
れ
、
ま
と
め
説
か
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
佛
性
説
に
つ
い
て
は
、
別
に
記
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
吉
蔵
の
出
生
に
お
く
れ
る
こ
と
、
五
十
一
年
に
し
て
玄
美

三
蔵
が
出
生
し
た
。
玄
英
の
青
年
時
代
に
お
い
て
は
～
広
大
な
支
那
南
北
が
政
治
的
に
統
一
せ
ら
れ
、
大
い
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
唐

朝
が
成
立
し
た
の
は
玄
英
十
八
の
と
き
で
あ
る
。
玄
奨
は
二
十
九
の
と
き
単
身
、
印
度
旅
行
に
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
十

七
年
の
間
、
生
命
を
賭
し
た
巡
礼
、
修
学
に
は
、
ま
こ
と
に
菩
薩
の
苦
修
練
行
を
坊
佛
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。

玄
美
将
来
の
佛
教
は
、
大
小
乗
を
か
ね
て
い
た
ば
か
り
で
は
な
く
＄
因
明
、
勝
諭
な
ど
に
及
ん
で
い
た
。
そ
し
て
そ
の
爺
伽
唯
識
の
佛

教
は
、
す
で
に
地
論
宗
と
し
て
、
ま
た
摂
論
宗
と
し
て
支
那
に
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
を
研
究
修
行
し
て
い
た
一
派
の
学
僧
が
あ
り
、
遠
く
は

初
唐
法
宝
の
佛
性
説
に
つ
い
て

一

富
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慧
光
聴
法
上
、
近
く
慧
遠
、
弁
相
な
ど
そ
の
一
派
を
代
表
す
る
碩
学
巨
匠
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
玄
英
三
蔵
は
そ
の
後
、
印
度
に
お
い
て
、

思
想
的
に
発
展
し
て
い
た
球
伽
唯
識
の
佛
教
を
伝
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
佛
教
が
旧
来
の
そ
れ
と
、
一
致
し
な
い
と
こ
ろ
が
ぁ
っ

伝
教
の
法
華
秀
句
（
中
本
）
に
よ
れ
ば
、
唐
朝
、
翻
経
証
義
の
沙
門
に
霊
潤
法
師
が
あ
り
、
一
巻
の
章
を
つ
く
っ
て
、
玄
奨
新
翻
の
諭

伽
論
等
と
旧
訳
の
経
論
と
相
違
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
十
四
カ
条
ほ
ど
あ
り
と
し
て
、
そ
の
十
四
を
あ
げ
て
い
る
が
、
し
か
も
そ
の
第
一
は
、

衆
生
界
の
う
ち
に
一
分
の
無
佛
性
の
衆
生
が
あ
り
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
翻
経
証
義
の
沙
門
と
あ
る
か
ら
、
霊
潤
は
玄
奨
の
訳
場

に
参
じ
た
こ
・
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
の
玄
共
の
佛
教
に
、
全
面
的
に
賛
意
を
表
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

そ
し
て
襄
潤
は
慧
遠
、
弁
相
、
霊
潤
と
次
第
す
る
摂
論
宗
の
人
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
玄
共
同
時
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
一
分
の
無
佛

性
の
衆
生
あ
り
と
い
う
は
、
唯
識
佛
教
に
お
い
て
三
乗
五
性
の
差
別
あ
り
と
説
く
う
ち
、
無
性
有
情
が
あ
る
と
い
う
説
を
云
々
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
は
浬
藥
経
の
悉
有
佛
性
の
説
に
、
州
反
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
で
霊
潤
は
浬
藥
経
、
宝
性
論
な
ど
の
文

を
引
い
て
、
重
々
に
こ
れ
を
批
難
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
霊
潤
の
批
難
に
つ
い
て
は
、
別
に
記
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
伝
教
の
法
華
秀
句
に
は
、
こ
の
霊
澗
の
批
難
に
対
し
て
、
反
難
を
加
え
た
人
に
、
唐
朝
、
翻
経
証
義
の
沙
門
、
神
泰
が
あ
っ

た
と
い
う
。
こ
こ
に
翻
経
の
証
義
と
あ
る
が
、
神
泰
は
筆
受
を
つ
と
め
た
こ
と
も
あ
る
。
爺
伽
論
の
訳
出
は
貞
観
二
十
二
年
（
六
四
八
）
で

あ
る
か
ら
、
玄
奨
訳
出
の
経
論
と
し
て
、
そ
の
初
期
に
属
す
る
と
み
ら
れ
る
。
倶
舎
論
の
訳
は
永
徴
五
年
（
六
五
四
）
で
あ
る
か
ら
、
爺
伽

論
よ
り
六
年
の
後
に
あ
た
る
。
神
泰
は
倶
舎
論
の
注
釈
を
つ
く
っ
た
が
、
こ
の
注
釈
が
最
も
古
い
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
間
も
な
く
そ
の
制

た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
・

伝
教
の
法
華
秀
句
（
中
本
）

論
よ
り
六
年
の
後
に
あ
た
る
。

作
は
初
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

神
泰
の
伝
記
は
不
明
で
あ
る
が
、
玄
英
門
下
と
し
て
は
年
長
の
部
に
属
す
る
と
み
ら
れ
る
。
神
泰
は
倶
舎
の
大
家
で
あ
っ
た
ば
か
り
で

は
な
く
、
ま
た
唯
識
、
因
明
に
達
者
で
あ
っ
た
。
禅
院
寺
文
書
（
石
田
氏
、
奈
良
朝
現
在
一
切
経
目
録
）
に
よ
る
と
、
道
昭
（
唯
識
日
本
初
伝
）

将
来
と
み
ら
れ
る
二
十
余
部
の
経
巻
の
う
ち
、
著
者
名
の
書
入
が
な
い
一
巻
宛
の
吾
が
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
に
、
五
種
衆
生
義
と
い
う
一
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し
か
る
に
旧
来
の
佛
教
を
信
奉
す
る
人
、
全
分
有
佛
性
の
説
を
提
唱
す
る
人
、
そ
う
い
う
一
派
の
人
々
は
支
那
に
お
い
て
、
容
易
に
な

く
な
ら
な
か
っ
た
。
法
宝
は
一
乗
佛
性
先
覚
論
六
巻
を
つ
く
り
、
唯
識
佛
教
の
三
乗
五
性
差
別
の
説
に
反
対
し
た
。
法
宝
の
名
を
現
在
ま

部
の
吾
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
十
余
部
の
書
の
う
ち
に
神
泰
の
著
書
が
四
部
も
あ
り
＄
そ
し
て
法
華
秀
句
に
は
神
泰
が
霊
潤
の
説
を
破

す
る
た
め
、
一
巻
の
章
を
つ
く
る
と
い
う
か
ら
、
こ
の
五
種
衆
生
義
と
い
う
は
、
神
泰
の
作
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
し
て
神
泰
が
霊
潤
の
全
分
有
佛
性
の
説
を
、
い
か
に
批
難
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
別
記
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
し
か
し
玄
美
の
新
訳

佛
教
に
、
あ
ま
り
賛
成
さ
れ
な
か
っ
た
人
の
中
に
、
神
泰
の
批
難
に
対
し
て
、
一
々
反
駁
を
加
え
た
人
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
新
羅
の

義
栄
で
あ
る
。
義
栄
に
は
諭
伽
諭
義
林
と
い
う
書
が
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
ま
た
玄
奨
の
佛
教
を
も
研
究
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か

し
そ
れ
に
賛
成
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
義
栄
の
伝
記
な
ど
不
明
で
あ
る
が
、
神
泰
同
時
の
人
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

ま
た
義
栄
同
時
の
人
に
、
新
羅
に
は
円
測
、
元
暁
な
ど
が
あ
っ
た
。
円
測
の
出
生
は
六
一
三
年
で
あ
る
か
ら
、
玄
英
よ
り
十
三
の
年
少

て
あ
る
が
、
さ
ら
に
元
暁
は
円
測
よ
り
四
年
の
年
少
で
あ
る
。
円
測
は
入
唐
し
玄
跿
の
講
義
を
き
き
、
全
面
的
に
そ
れ
を
支
持
し
た
人
で

あ
る
が
、
元
暁
は
入
唐
せ
ず
、
充
分
に
玄
奨
佛
教
の
影
響
を
う
け
て
い
た
に
拘
ら
ず
、
そ
れ
に
批
判
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
円
測
、
元
暁

と
同
時
代
と
み
ら
れ
る
人
に
、
新
羅
、
皇
龍
寺
沙
門
の
神
防
が
あ
る
。
玄
奨
四
人
の
上
足
の
一
人
で
あ
る
。

神
防
は
玄
跿
の
訳
場
に
参
じ
、
筆
受
、
証
義
な
ど
を
つ
め
、
円
測
は
玄
拠
の
誰
義
を
き
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
後
に
神
防
は
本
国
に
か

え
り
、
円
測
は
洛
陽
で
没
し
た
の
て
あ
る
。
神
防
の
著
書
の
う
ち
に
種
姓
差
別
集
三
巻
が
あ
る
（
平
鮓
録
）
。
こ
の
書
は
そ
の
題
名
が
示
す

よ
う
に
、
唯
識
佛
教
所
説
の
種
姓
に
は
、
三
乗
、
五
性
の
差
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
委
し
く
説
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
舌

は
現
存
せ
ぬ
か
ら
、
義
栄
の
説
を
批
判
し
て
い
る
か
、
ど
う
か
、
そ
れ
を
検
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
が
、
し
か
し
全
分
有
佛
性
の
説
に
反
対

し
て
い
た
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
。

二二
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で
伝
え
る
も
の
に
玄
奨
訳
、
倶
舎
論
の
注
釈
が
あ
る
。
こ
れ
を
倶
舎
論
宝
疏
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
宝
疏
に
は
到
る
処
に
、
倶
舎
諭
光
記

の
解
釈
が
批
難
さ
れ
る
。
普
光
は
玄
英
四
人
の
上
足
の
一
人
で
あ
っ
て
、
玄
奨
の
指
導
を
う
け
、
こ
の
よ
う
な
倶
舎
の
注
釈
を
つ
く
る
と
、

自
ら
記
し
て
い
る
か
ら
、
結
局
、
法
宝
は
玄
美
三
蔵
の
倶
舎
の
学
問
を
批
難
す
る
こ
と
に
な
る
。

宋
僧
伝
（
巻
四
）
に
は
、
倶
舎
宗
は
宝
（
疏
）
を
も
っ
て
定
量
と
な
す
と
い
う
が
、
し
か
し
湛
慧
の
指
要
抄
に
は
、
宝
は
多
く
正
理
論
を

引
き
ふ
直
ち
に
倶
舎
論
を
釈
し
、
あ
る
い
は
衆
賢
の
説
を
も
っ
て
、
倶
舎
の
釈
を
用
い
ぬ
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
宝
疏
が
光
記
に
異

る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
普
寂
の
要
解
に
も
、
宝
疏
の
釈
は
婆
沙
、
倶
舎
、
光
記
の
本
意
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
い
。
光
記
の

説
を
破
斥
し
な
が
ら
、
却
っ
て
狼
狽
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
見
ら
れ
る
。

宝
疏
は
界
品
、
根
品
の
初
ま
で
は
よ
ろ
し
く
、
そ
の
う
ち
光
記
の
釈
を
破
す
る
と
こ
ろ
も
、
十
の
う
ち
六
七
ま
で
＄
そ
れ
に
賛
成
さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
根
品
、
因
縁
の
巻
（
巻
七
）
よ
り
下
は
、
そ
の
釈
が
甚
だ
杜
撰
で
、
ま
た
誤
釈
も
多
い
の
で
あ
る
。
み
だ
り
に
正

理
、
顕
宗
の
難
解
の
文
を
引
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
学
を
甚
し
く
あ
ざ
む
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
倶
舎
論
宝
疏
が
、

ど
の
よ
う
な
注
釈
の
害
で
あ
る
か
、
ほ
ぼ
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

法
宝
は
華
厳
の
法
蔵
と
と
も
に
義
浄
の
訳
場
に
参
加
し
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
法
蔵
の
出
生
は
六
四
三
年
で
あ
る
か
ら
、
法
宝
は
そ

の
同
時
の
先
輩
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
玄
装
、
四
人
の
上
足
の
一
人
、
慈
恩
は
六
三
二
年
の
出
世
で
あ
る
が
、
法
宝
は
慈
恩
な
ど
と
同
時
の

人
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
法
宝
の
一
乗
佛
性
究
寛
論
の
う
ち
現
存
す
る
の
は
巻
三
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
二
章
が
あ
っ
て
、
一
乗
顕

密
章
、
佛
性
同
異
章
で
あ
る
。
法
宝
は
こ
の
う
ち
特
に
、
あ
る
学
者
の
説
を
批
難
す
る
の
で
は
な
い
が
、
三
乗
五
性
差
別
の
説
を
破
し
、

一
乗
佛
性
平
等
の
説
を
立
て
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

い
ま
そ
の
佛
性
章
に
よ
れ
ば
、
梁
の
摂
論
に
法
界
の
五
義
あ
り
と
な
し
、
こ
の
よ
う
な
法
界
が
佛
性
で
あ
る
と
い
う
。
五
義
の
う
ち

（
一
）
性
の
義
、
そ
れ
は
二
無
我
を
性
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
切
衆
生
は
こ
の
性
の
他
に
は
な
い
。
こ
れ
を
法
宝
は
釈
し
て
、
法
界
は

衆
生
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
れ
は
佛
に
あ
っ
て
は
衆
生
性
と
な
り
、
ま
た
衆
生
に
あ
っ
て
は
佛
性
と
な
る
。
い
ま
は
そ
れ
を
衆
生
性
と
な
づ
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真
諦
訳
、
天
親
摂
論
（
巻
一
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
五
表
と
い
う
は
、
大
乗
阿
毘
達
磨
経
の
此
界
無
始
時
の
一
偶
を
、
釈
す
る
と
こ

ろ
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
偶
文
に
お
い
て
は
此
界
と
あ
り
、
法
宝
が
い
う
よ
う
に
此
法
界
で
は
な
い
。
ま
た
真
諦
訳
の
摂

論
に
は
、
こ
の
一
偶
を
釈
す
る
に
二
釈
が
あ
り
、
そ
の
一
に
、
此
界
と
い
う
は
此
の
阿
黎
耶
識
界
は
、
解
を
も
っ
て
性
と
な
す
こ
と
で
あ

っ
て
、
そ
し
て
そ
の
此
界
を
五
義
を
も
っ
て
釈
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
五
義
は
ど
う
か
と
い
う
に
、
（
一
）
体
類
の
義
、
一
切
衆
生
は
こ
の
体
類
を
出
で
な
い
。
こ
の
休
類
に
よ
っ
て
衆
生

は
（
佛
に
）
不
異
で
あ
る
。
い
ま
こ
れ
を
法
宝
の
釈
に
対
照
す
る
に
、
体
類
の
義
は
法
宝
の
性
の
義
で
あ
る
。
た
だ
し
後
の
天
親
摂
論
（
巻

十
五
）
に
よ
れ
ば
、
法
界
に
五
義
あ
り
と
な
し
、
一
に
性
の
義
、
二
に
因
の
義
、
三
に
蔵
の
義
、
四
に
真
実
の
義
、
五
に
甚
深
の
義
と
あ

る
か
ら
、
こ
れ
は
前
の
第
一
巻
の
五
義
に
相
通
じ
、
法
宝
の
釈
は
こ
れ
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
佛
性
論
（
弁
相
分
、
ｎ
体
相
品
）
に
よ
れ
ば
、
如
来
蔵
に
五
種
あ
り
と
い
う
。
（
一
）
如
来
蔵
、
自
性
の
義
。
一
切
法
は
如
来
の
自

性
を
出
で
な
い
。
無
我
を
紺
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
一
切
法
を
も
っ
て
如
来
蔵
と
な
す
と
説
く
の
で
あ
る
。
法
宝
の
釈
に
二
無

我
を
性
と
な
す
と
い
う
は
、
こ
の
佛
性
論
の
説
に
州
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
宝
性
論
（
巻
四
）
に
も
、
阿
毘
達
磨
経
の
無
始
世
来
性

の
一
偶
を
引
き
、
勝
鬘
経
の
五
蔵
を
も
っ
て
釈
し
、
（
一
）
如
来
蔵
と
す
る
。
宝
性
諭
で
は
界
が
性
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
二
）
因
の
義
、
一
切
聖
人
の
四
念
処
等
は
、
こ
の
性
（
界
）
を
縁
じ
、
生
長
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
法
宝
は
釈
し
て
、
生
死
の

苦
を
厭
い
浬
藥
の
楽
を
求
め
て
よ
り
、
乃
至
、
佛
果
に
至
る
ま
で
、
み
な
法
界
に
よ
っ
て
あ
る
こ
と
を
得
と
い
う
。
こ
の
第
二
の
引
文
は

真
読
訳
摂
論
に
ほ
と
ん
ど
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
た
だ
変
る
と
こ
ろ
は
、
摂
諭
に
界
と
あ
る
を
性
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
佛
性
論
に
は
（
二
）
正
法
蔵
＄
因
の
義
、
一
切
聖
人
の
四
念
処
等
の
正
法
は
、
こ
の
性
を
と
っ
て
境
と
す
る
か
ら
、
い
ま
だ
生

じ
て
い
な
い
も
の
は
生
ず
る
こ
と
を
得
、
す
で
に
生
じ
て
い
る
も
の
は
満
足
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
摂
諭
の
釈
よ
り
も
、
さ

歩
く
、
↓
○
Ｊ
も
、
へ

る
と
い
》
フ
。

や
が
て
衆
生
は
究
寛
じ
て
成
佛
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
の
究
寛
は
佛
性
で
あ
り
、
ま
た
衆
生
で
あ
る
と
き
に
も
佛
性
が
あ

５



ら
に
委
し
い
の
で
あ
る
。
宝
性
諭
に
は
こ
れ
を
法
界
蔵
と
す
る
。

（
三
）
蔵
の
義
、
そ
れ
は
一
切
の
虚
妄
の
法
に
隠
覆
せ
ら
れ
＄
凡
夫
、
二
乗
が
よ
く
縁
ず
る
と
こ
ろ
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
法

宝
は
釈
し
て
、
凡
夫
、
二
乗
は
無
明
住
地
等
の
た
め
に
法
界
を
隠
覆
し
、
そ
の
真
見
（
道
）
を
障
え
て
、
よ
く
縁
ず
る
こ
と
が
で
き
ぬ
こ

と
と
す
る
。
真
諦
釈
、
摂
論
に
は
（
三
）
生
の
義
、
一
切
の
聖
人
が
得
る
と
こ
ろ
の
法
身
は
、
こ
の
界
の
法
門
を
信
楽
す
る
か
ら
、
成
就

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
れ
は
法
宝
の
釈
相
に
一
致
し
な
い
。

佛
性
論
、
（
三
）
法
身
蔵
、
至
得
の
義
、
一
切
の
聖
人
は
正
性
を
信
楽
し
願
間
す
る
。
こ
の
信
楽
の
心
に
よ
る
か
ら
、
譜
の
聖
人
を
し

て
、
四
徳
と
及
び
価
沙
の
一
切
如
来
の
功
徳
を
得
せ
し
め
る
と
い
う
。
こ
れ
は
摂
諭
の
生
の
渡
に
同
で
あ
る
。
宝
性
諭
に
は
こ
れ
を
出
世

間
法
身
蔵
と
い
う
。
後
の
摂
論
（
巻
十
五
）
、
法
界
の
五
義
の
う
ち
、
三
に
蔵
義
、
一
切
の
虚
妄
の
法
に
隠
覆
せ
ら
れ
、
凡
夫
、
二
乗
が
よ

く
縁
ず
ろ
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
ら
と
す
る
。
こ
れ
は
法
宝
の
釈
に
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

（
四
）
真
実
の
義
。
世
間
の
法
に
す
ぎ
る
こ
と
で
あ
る
。
世
間
の
法
は
自
然
に
、
あ
る
い
は
対
治
に
よ
っ
て
壊
す
る
。
こ
の
二
の
壊
を

は
な
れ
る
か
ら
過
る
と
い
う
。
こ
れ
を
法
宝
は
釈
し
て
、
無
湘
の
法
は
刹
那
に
、
あ
る
い
は
対
治
に
よ
っ
て
壊
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
し

か
し
有
堀
の
法
は
壊
す
る
。
法
界
に
壊
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
真
諦
訳
、
摂
而
、
（
四
）
真
実
の
義
、
世
間
に
あ
っ
て
破
す
る
こ
と

な
く
、
出
世
間
に
も
ま
た
尽
く
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
法
宝
の
釈
に
同
で
あ
る
。

佛
性
論
、
（
四
）
出
世
蔵
、
真
実
の
義
で
あ
る
。
世
（
間
）
に
三
失
が
あ
る
。
（
ａ
）
対
治
を
も
っ
て
滅
尽
す
る
か
ら
世
と
い
う
。
こ

の
法
に
は
対
治
が
な
い
か
ら
出
世
と
な
づ
け
る
。
（
ｂ
）
不
寂
静
で
あ
る
か
ら
世
と
い
う
。
虚
妄
の
心
に
よ
っ
て
果
報
は
念
々
に
減
し
住

す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
る
に
、
こ
の
法
は
然
ら
ず
。
そ
れ
故
に
出
世
と
な
づ
け
る
。
（
Ｃ
）
顛
倒
の
見
が
あ
る
か
ら
心
は
世
間
に
あ
る
。

則
ち
価
に
顛
倒
の
見
が
あ
る
か
ら
、
三
界
の
心
の
う
ち
に
苦
法
忍
等
を
見
な
い
如
く
で
あ
る
。
そ
う
い
う
虚
妄
を
世
間
と
い
う
。
こ
の
法

三
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真
諦
訳
、
摂
諭
、
（
五
）
蔵
の
義
、
も
し
こ
の
法
に
応
ず
れ
ば
、
自
性
は
善
で
あ
る
か
ら
、
内
を
成
ず
る
が
、
も
し
こ
の
法
を
外
に
す

れ
ば
、
た
と
え
相
応
す
る
も
殻
を
成
ず
る
と
い
う
。
こ
こ
に
摂
論
は
蔵
の
義
と
な
し
、
法
宝
は
甚
深
の
義
と
い
う
。
摂
論
、
巻
十
五
に
は

甚
深
の
義
と
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
釈
意
に
お
い
て
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

佛
性
論
、
（
五
）
自
性
清
浄
蔵
、
秘
密
の
義
、
も
し
一
切
法
が
こ
の
法
に
随
順
す
れ
ば
内
と
な
し
、
正
に
し
て
邪
で
は
な
く
、
こ
れ
を

清
浄
と
い
う
。
も
し
諸
法
が
こ
の
理
に
違
逆
す
れ
ば
外
と
な
し
、
邪
に
し
て
正
で
は
な
く
‐
こ
れ
を
染
濁
と
い
う
。
こ
れ
を
自
性
清
浄
と

な
す
と
い
う
。
こ
れ
は
摂
諭
の
第
十
五
に
よ
く
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
宝
性
而
に
は
こ
れ
を
自
性
清
浄
法
身
蔵
と
い
う
。

右
の
如
く
、
真
諦
訳
、
摂
諭
に
お
い
て
は
阿
毘
達
磨
経
の
此
界
無
始
時
の
此
界
を
、
勝
鬘
経
、
如
来
蔵
の
五
義
を
も
っ
て
釈
す
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
佛
性
論
、
宝
性
論
に
よ
く
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
法
宝
は
阿
毘
達
磨
経
の
此
界
を
此
法
界
と
す
る
。
こ
れ
は
真
諦
訳
、
摂

論
、
巻
十
五
の
法
界
の
五
義
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
法
界
の
五
義
は
、
如
来
蔵
の
五
義
に
相
通
ず
る
と
み
て
妨
は
な
い
。
し

か
る
に
法
界
の
五
義
、
如
来
蔵
の
五
義
は
、
世
親
摂
論
の
真
諦
訳
の
み
に
見
ら
れ
、
笈
多
訳
、
玄
英
訳
、
あ
る
い
は
無
性
摂
論
に
は
見
え

な
い
の
で
あ
る
。

法
界
は
隠
覆
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
真
諦
訳
、
天
親
摂
論
に
は
、
阿
毘
達
磨
経
の
此
界
無
始
時
を
釈
す
る
と
こ
ろ
に
（
巻
一
）
、
第
二
釈
を
あ
げ
、
此
界
は
因
を
あ

ら
わ
す
と
い
う
。
こ
の
釈
は
世
親
摂
論
の
笈
多
訳
に
も
、
玄
英
訳
に
も
、
無
性
摂
諭
に
も
見
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
因
の
義
は
種
子
で
あ
る

は
よ
く
世
間
を
出
て
る
か
ら
＄
真
実
と
な
づ
け
、
出
世
蔵
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
佛
性
論
の
釈
は
摂
論
よ
り
委
し
い
の
で
あ
る
。
宝
性
諭

に
は
こ
れ
を
出
世
間
上
壷
蔵
と
い
う
。

（
五
）
甚
深
の
義
、
も
し
こ
れ
と
相
応
す
れ
ば
自
性
は
浄
善
と
な
る
。
も
し
相
応
し
な
け
れ
ば
殻
を
成
ず
る
と
い
う
。
こ
れ
を
法
宝
は

釈
し
て
、
甚
深
極
沙
の
万
徳
が
佛
菩
薩
の
た
め
に
、
そ
の
本
性
と
な
る
。
そ
の
義
は
甚
深
で
あ
る
。
も
し
相
応
す
る
な
ら
ば
、
自
性
が
妄

を
は
な
れ
て
、
無
漏
の
善
を
成
じ
＄
そ
し
て
法
界
が
あ
ら
わ
れ
る
。
も
し
相
応
せ
ず
自
性
が
妄
で
あ
る
な
ら
ば
、
維
染
を
成
ず
る
か
ら
、

７



と
い
う
。
し
て
見
る
と
真
諦
訳
の
第
二
釈
は
脳
世
親
摂
論
と
し
て
一
般
的
な
解
釈
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
そ
の
第
一
釈
が
特
殊
な
解
釈
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
無
始
時
来
界
の
一
偶
は
、
唯
識
論
（
巻
三
）
、
唯
識
三
十
頌
安
慧
釈
（
第
十
八
頌
）
に
も
引
用
せ
ら
れ
、
界
は
因
の
義
、

種
子
を
あ
ら
わ
す
と
さ
れ
る
。
こ
れ
も
真
諦
訳
摂
論
の
第
二
釈
に
同
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
因
の
義
は
、
五
義
の
う
ち
の
因
の
義
に
同
で

か
く
て
法
宝
は
如
来
蔵
佛
性
の
説
を
と
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
法
宝
は
右
の
如
く
法
界
に
五
義
が
あ
る
が
、
さ
ら
に
宝
性
論
に

よ
れ
ば
、
ま
た
十
義
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
宝
性
論
（
巻
三
）
の
十
佛
性
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
十
佛
性
は
佛
性
論
（
巻
二
）
、
弁
相
分
、

自
体
相
品
の
う
ち
の
佛
性
の
十
義
に
同
で
あ
る
。

（
宝
性
諭
）
（
佛
性
論
）

（
一
）
体
自
体
相

（
二
）
因
因
相

（
三
）
果
果
相

（
四
）
業
事
能
相

（
五
）
相
応
総
摂
相

（
六
）
行
分
別
相

（
七
）
時
差
別
階
位
相

（
八
）
遍
一
切
処
遍
満
相

（
九
）
不
変
無
変
異
相

（
十
）
無
差
別
無
差
別
相

そ
し
て
こ
の
十
佛
性
は
別
記
、
慧
遠
の
佛
性
説
に
も
見
ら
れ
、
そ
し
て
宝
性
論
の
説
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
前
記
、
如

は
な
い
と
み
ら
れ
る
。
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佛
性
論
に
は
、
佛
性
の
体
と
し
て
応
得
因
、
加
行
因
、
円
満
因
の
三
を
あ
げ
る
が
、
こ
の
う
ち
応
得
因
と
し
て
自
性
住
佛
性
、
引
出
佛

性
、
至
得
佛
性
の
三
佛
性
を
分
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
法
宝
は
、
こ
の
三
佛
性
に
は
、
法
界
の
五
義
の
う
ち
（
一
）
性
の
義
、
（
二
）
因

の
義
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
三
佛
性
は
二
空
所
現
の
真
如
で
あ
る
か
ら
＄
そ
れ
に
性
の
義
が
あ
り
、
ま
た
引
出
佛
性
は
菩
提
心
と
加
行
を

得
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
因
の
義
が
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
こ
の
自
性
住
佛
性
と
引
出
佛
性
と
は
、
燕
伽
論
所
説
の
本
性
住
種

姓
と
習
所
成
種
姓
に
あ
た
る
と
み
ら
れ
る
。

善
戒
経
に
は
、
陰
界
六
入
の
中
に
法
性
あ
り
と
い
う
本
性
と
、
法
界
を
菩
雌
性
と
す
る
方
便
の
行
徳
で
あ
る
と
い
う
客
性
と
の
二
性
が

説
か
れ
、
こ
れ
は
地
持
論
の
本
種
と
習
種
、
爺
伽
諭
（
菩
薩
地
）
の
本
性
住
種
姓
と
習
所
成
種
姓
に
同
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
法
宝

は
、
前
者
に
は
法
界
の
五
義
の
う
ち
（
三
）
蔵
の
義
が
あ
り
、
後
者
に
は
（
一
）
性
の
義
と
（
二
）
因
の
義
が
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
蔵

の
義
と
は
煩
悩
の
た
め
に
隠
覆
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
前
者
は
本
有
の
佛
性
で
あ
る
。
そ
し
て
後
者
に
因
の
義
が
あ
る
と
い
う

の
は
、
始
有
の
佛
性
で
あ
り
、
ま
た
性
の
義
が
あ
る
と
い
う
は
、
二
性
が
実
は
一
法
の
二
義
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
二
種
性
に
つ
い
て
、
慧
遠
に
委
し
い
解
釈
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
別
に
記
し
た
こ
と
が
あ
る
。

大
般
若
経
に
福
徳
智
慧
は
法
性
に
よ
っ
て
起
る
と
い
う
は
、
（
二
）
因
の
義
で
あ
る
。
爺
伽
論
に
真
如
所
縁
々
種
子
が
出
世
法
を
生
ず

と
い
う
は
、
（
二
）
因
の
義
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
真
如
種
子
を
た
て
る
説
で
あ
っ
て
、
後
の
五
教
章
、
種
性
義
の
う
ち
に
も
ま
た
見

来
蔵
の
五
義
は
、
佛
性
論
に
お
い
て
は
、
佛
性
の
十
義
の
う
ち
第
一
の
自
体
相
を
、
別
相
、
通
相
の
二
と
な
し
、
さ
ら
に
そ
の
別
相
を
、

如
意
功
徳
性
、
無
異
性
、
潤
滑
性
の
三
と
す
る
う
ち
、
そ
の
第
一
の
如
意
功
徳
性
と
し
て
説
く
の
で
あ
る
。
法
宝
は
こ
の
よ
う
な
法
界
の

五
義
を
あ
げ
、
そ
う
い
う
佛
性
の
説
は
、
い
ま
だ
小
乗
で
は
説
か
れ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
大
乗
に
お
い
て
初
め
て
説
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
れ
は
種
々
に
説
か
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
右
の
如
き
法
界
の
五
義
を
も
っ
て
本
性
と
す
る
と
い
う
。

四
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ら
れ
る
が
、
し
か
し
唯
祇
佛
教
で
は
こ
の
解
釈
を
み
と
め
な
い
。
そ
し
て
真
如
所
縁
々
種
子
と
は
、
真
如
を
所
縁
々
と
す
る
能
縁
の
無
漏

の
智
種
と
す
る
の
で
あ
る
。
枅
伽
、
勝
鬘
経
の
如
来
蔵
に
は
、
五
義
の
う
ち
（
三
）
蔵
義
が
あ
る
。

如
来
蔵
経
の
萎
花
が
化
佛
を
覆
う
等
の
楡
に
は
、
蔵
の
義
が
あ
り
、
そ
の
如
来
の
徳
相
に
は
（
五
）
甚
深
の
義
が
あ
る
。
華
厳
経
所
説

の
無
相
無
碍
智
に
は
（
五
）
甚
深
の
義
が
あ
り
、
能
生
の
客
性
（
習
種
性
）
に
は
（
二
）
因
の
義
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
佛
性
に
は
（
一
）

性
の
義
が
あ
る
。
ま
た
起
信
論
の
体
大
は
真
如
の
体
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
（
一
）
性
の
義
が
あ
る
。
そ
の
相
大
は
無
量
の
性
功
徳
で
あ

る
か
ら
、
（
五
）
甚
深
の
義
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
用
大
は
世
出
世
の
善
の
因
果
を
生
ず
る
作
用
で
あ
る
か
ら
、
（
三
因
の
義
で
あ
る
、

こ
の
よ
う
に
佛
性
を
起
信
論
の
三
大
を
も
っ
て
釈
す
る
こ
と
は
、
大
乗
義
章
の
佛
性
義
の
う
ち
に
も
見
ら
れ
る
。

浬
梁
経
に
佛
性
は
第
一
義
（
勝
義
）
空
で
あ
る
と
い
う
は
、
（
一
）
性
の
義
で
あ
る
。
ま
た
一
切
詣
佛
、
阿
褥
菩
提
、
中
道
種
子
で
あ

る
と
い
う
は
（
二
）
囚
の
淡
で
あ
る
。
ま
た
声
聞
縁
覚
は
た
だ
空
を
見
て
、
不
空
を
見
ず
と
あ
る
は
、
（
二
）
囚
の
義
で
あ
る
。
ま
た
佛

性
は
常
な
り
と
説
く
は
↑
（
四
）
真
実
の
義
で
あ
る
ゞ
ま
た
佛
性
は
智
慧
で
あ
る
と
い
う
は
、
（
五
）
挫
深
の
義
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

法
宝
は
諸
の
経
諭
に
説
か
れ
る
佛
性
を
、
法
界
の
五
義
を
も
っ
て
釈
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
佛
性
の
性
に
、
体
の
義
と
、
決
定
し
て
必
ず
菩
提
を
得
す
る
義
と
‐
因
の
中
に
果
を
説
く
義
と
の
三
義
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の

う
ち
佛
性
を
佛
体
と
す
る
義
に
は
、
理
の
佛
体
、
事
の
佛
体
の
二
が
あ
る
。
理
の
佛
体
は
法
界
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
三
佛
性
と
な
る
。

三
佛
性
の
う
ち
自
性
住
佛
性
（
本
性
住
種
姓
）
は
三
乗
に
お
い
て
別
は
な
い
。
引
出
佛
性
（
習
所
成
種
姓
）
は
三
乗
に
お
い
て
明
と
味
と

不
同
で
あ
る
。
至
究
寛
果
（
至
得
佛
性
）
は
一
切
衆
生
、
悉
皆
同
一
で
あ
る
。
事
の
佛
体
は
三
十
二
相
、
十
力
等
で
あ
る
と
い
う
。

佛
性
の
性
に
三
義
が
あ
る
う
ち
、
第
二
に
、
決
定
し
て
菩
提
を
必
得
す
る
と
い
う
義
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
理
に
お
い
て
い
え
ば
、
（
真

如
の
）
理
あ
る
が
故
に
、
決
定
し
て
当
来
の
佛
果
を
必
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
事
に
お
い
て
い
え
ば
、
有
心
な
る
に
よ
っ
て
、
事
の

佛
性
を
修
習
し
、
堪
任
の
事
を
成
じ
て
、
決
定
し
て
当
来
の
佛
果
を
必
得
す
る
の
で
あ
る
。

佛
性
の
性
に
三
義
あ
る
う
ち
、
第
三
に
↑
因
の
中
に
果
を
と
く
と
い
う
義
に
つ
い
て
、
二
が
あ
る
。
一
に
理
の
因
性
、
こ
れ
は
佛
性
論
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そ
れ
で
は
何
故
に
、
三
乗
五
性
の
説
は
権
教
で
あ
り
、
一
乗
佛
性
の
説
は
実
教
で
あ
る
か
と
い
う
に
、
渚
の
経
論
に
説
か
れ
て
い
る
佛

性
に
は
、
理
体
と
し
て
は
差
別
は
な
い
が
、
当
成
と
い
う
こ
と
に
差
別
が
あ
る
。
正
因
佛
性
に
差
別
は
な
い
が
、
縁
因
佛
性
は
不
同
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
一
切
衆
生
は
、
佛
性
に
よ
っ
て
成
佛
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
法
宝
は
、
浬
藥
経
の
正
凶
縁
凶
の
佛
性

を
釈
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
分
別
部
、
薩
婆
多
部
の
佛
性
説
を
説
く
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
佛
性
論
に
よ
る
。

小
乗
の
分
別
部
（
毘
婆
娑
波
提
）
で
は
、
佛
性
は
（
五
）
陰
を
離
れ
て
あ
り
、
そ
れ
は
虚
空
の
如
く
で
あ
る
と
な
し
、
ま
た
薩
婆
多
部

（
有
部
）
等
で
は
＄
佛
性
が
本
無
今
有
‐
有
已
還
無
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
二
説
に
異
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
し
か
し
と
も
に
佛
教
で
は

な
い
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
佛
性
説
は
、
佛
性
論
の
初
、
破
小
乗
執
品
に
見
ら
れ
る
二
説
を
さ
す
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
こ
こ
に
佛
教
で

な
い
と
い
う
は
；
大
乗
の
実
教
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
爺
伽
論
の
無
性
有
情
が
あ
る
べ
し
と
い
う
五
難
六
答
は
、
佛

性
論
の
分
別
部
と
薩
婆
多
部
の
問
答
に
同
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
で
球
伽
論
の
説
は
権
教
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
慧
沼

の
慧
日
論
に
お
い
て
重
友
に
反
対
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

の
応
得
因
と
す
る
。
し
て
み
る
と
、
こ
れ
は
佛
性
の
性
の
三
義
の
う
ち
、
第
一
、
体
の
義
が
、
さ
ら
に
理
と
事
と
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
う

ち
理
の
体
と
い
う
義
に
同
で
あ
る
。
ま
た
事
の
因
性
と
は
、
い
ま
だ
阿
縛
菩
提
を
得
せ
ざ
る
善
不
善
等
で
あ
る
。
種
々
の
縁
に
あ
う
て
、

そ
れ
ぞ
れ
三
乗
に
相
応
す
る
善
等
を
修
習
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
佛
と
二
乗
に
は
、
み
な
理
の
佛
性
・
事
の
佛
性
が
あ
る
。
三
乗
の
理
佛
性
と
は
、
一
切
衆
生
に
自
性
住
佛
性
、
自
性
住
声
聞
性
、

自
性
住
独
覚
性
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
し
三
乗
の
事
佛
性
な
ら
ば
、
そ
れ
は
衆
生
に
有
無
不
定
で
あ
る
。
ま
た
佛
性
を
理
体
（
法

界
）
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
佛
性
論
の
応
得
因
、
即
ち
三
佛
性
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
法
宝
は
佛
性
論
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で

あ
る
。
前
の
慧
遠
は
起
信
肺
、
摂
諭
な
ど
に
よ
る
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
佛
性
論
に
よ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

五
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く
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
無
性
衆
小

法
宝
は
法
華
経
に
、
剛
捉
成
仙
と
恥

添
加
と
み
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
法
宝
は
浬
渠
経
な
ど
に
よ
っ
て
、
佛
性
の
説
を
ま
と
め
説
く
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
之
を
四
に
分
け
て
釈
す
る
の
で
あ
る
。
佛
性

の
体
に
二
が
あ
る
。
そ
れ
は
理
と
事
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
に
、
そ
れ
ぞ
れ
二
が
あ
る
。
そ
れ
は
因
と
果
で
あ
る
。

（
一
）
理
因
性
１
浬
藥
経
、
二
十
七
に
佛
性
は
第
一
義
空
、
第
一
義
空
は
ま
た
智
慧
な
り
と
い
う
。
こ
れ
は
佛
性
の
出
体
で
あ
る
が

し
か
も
そ
の
体
は
理
性
、
因
性
で
あ
る
。
深
密
経
の
勝
義
諦
、
勝
堂
、
枅
伽
経
な
ど
の
如
来
蔵
、
無
上
依
経
の
如
来
界
、
善
戒
経
の
本
性
、

諭
伽
論
の
真
如
所
縁
々
種
子
、
佛
性
論
の
応
得
囚
、
宝
性
諭
の
自
性
清
浄
心
、
起
信
論
の
内
浄
蕪
習
、
唐
摂
諭
の
佛
法
界
な
ど
、
み
な
何

て
あ
る
。
浬
渠
経
に
第
一
義
空
は
ま
た
智
慧
な
り
と
い
う
は
、
密
厳
経
に
如
来
清
浄
蔵
は
無
垢
智
な
り
と
い
う
に
同
で
あ
る
。

ま
た
華
厳
経
に
も
、
無
相
智
無
碍
智
は
衆
生
の
身
中
に
具
足
す
る
と
説
き
‐
如
来
蔵
経
に
は
そ
れ
を
如
来
の
徳
相
と
な
し
、
そ
し
て
ま

た
起
信
論
に
も
、
真
如
自
体
相
は
本
よ
り
こ
の
か
た
、
自
性
と
し
て
一
切
の
功
徳
を
具
足
し
、
そ
れ
自
体
に
大
智
慧
光
明
の
義
が
あ
り
、

法
界
を
遍
照
す
る
。
乃
至
、
憧
沙
の
佛
法
等
を
具
足
す
る
と
あ
る
の
も
↑
み
な
同
で
あ
る
。
第
一
義
空
は
法
身
の
正
因
で
あ
る
。
報
身
の

た
め
に
縁
凶
で
あ
る
。
た
だ
し
体
が
相
を
生
ず
る
点
に
お
い
て
、
ま
た
報
身
の
た
め
に
正
凶
と
な
る
と
い
う
。

ま
た
荘
厳
論
に
、
大
乗
因
あ
る
も
の
は
成
佛
す
ゞ
へ
し
と
な
し
、
ま
た
、
琉
伽
論
に
畢
寛
障
な
き
も
の
は
大
菩
提
を
得
す
と
説
き
、
さ
ら

に
浄
名
（
維
摩
）
経
に
は
、
身
に
畑
悩
が
あ
っ
て
も
如
来
種
で
あ
る
と
な
し
、
二
乗
の
聖
道
は
佛
因
に
あ
ら
ず
と
い
う
は
、
い
ず
れ
も
正

因
で
は
な
く
縁
因
佛
性
で
あ
る
。
そ
し
て
如
来
蔵
経
に
性
功
徳
を
如
来
蔵
と
な
す
と
説
き
、
ま
た
佛
性
論
に
、
二
空
所
現
の
真
如
を
応
得

因
と
な
す
と
い
う
は
、
正
因
佛
性
を
説
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
法
華
経
に
は
一
切
の
万
行
を
一
乗
と
な
す
と
い
う
が
、
い
ま
だ
閏
提
成
佛
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
ぬ
の
は
、
縁
因
と
遠
果
に
よ

る
。
娚
伽
経
に
は
五
性
皆
成
佛
と
な
し
、
（
大
悲
）
菩
薩
の
關
提
は
畢
筧
の
無
性
で
あ
る
と
い
う
は
、
前
の
五
性
の
う
ち
菩
薩
種
性
を
説

く
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
無
性
衆
生
が
あ
る
こ
と
を
説
く
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
法
宝
は
枡
伽
経
な
ど
の
所
説
を
釈
す
る
の
で
あ
る
。

法
宝
は
法
華
経
に
、
剛
捉
成
仙
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
ぬ
と
い
う
が
、
そ
う
す
る
と
捉
婆
乱
節
十
二
は
独
立
の
経
典
で
あ
っ
て
、
後
世
の
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（
四
）
事
果
性
、
阿
褥
菩
提
、
巻
三
十
七
に
非
佛
性
と
は
一
切
の
堵
壁
瓦
石
＄
無
情
の
物
、
こ
の
よ
う
な
無
情
の
も
の
を
離
れ
た
る
を

佛
性
と
な
す
と
い
う
。
以
上
、
佛
性
の
出
体
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
佛
性
の
釈
名
に
つ
い
て
記
せ
ば
、
ま
ず
（
一
）
理
因
の
佛
性
な
ら
ば
‐
有
財
釈
、
衆
生
の
身
中
に
第
一
義
空
が
あ
る
。
諸
佛
に

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
佛
智
、
佛
性
と
い
う
。
（
三
理
果
の
佛
性
、
も
し
そ
れ
が
報
身
佛
で
あ
れ
ば
、
属
主
釈
＄
報
佛
之
性
で
あ
り
、

も
し
そ
れ
が
法
身
佛
で
あ
れ
ば
、
法
佛
即
性
の
持
業
釈
で
あ
る
。
（
三
）
事
因
の
佛
性
、
因
の
中
に
果
を
説
く
か
ら
、
因
が
全
く
果
の
名

を
と
っ
て
、
そ
れ
は
有
財
釈
で
あ
る
。
佛
は
果
に
あ
り
、
性
は
因
に
あ
る
。
佛
も
性
も
因
性
に
お
い
て
未
有
で
あ
る
が
、
当
来
に
お
い
て

有
で
あ
る
。
故
に
佛
と
性
と
は
、
衆
生
に
お
い
て
未
有
で
あ
る
が
、
因
位
の
中
に
果
を
説
く
か
ら
、
有
財
釈
の
佛
性
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
釈
名
は
慧
遠
、
吉
蔵
な
ど
の
佛
性
説
に
も
見
ら
れ
る
が
‐
そ
の
解
釈
に
あ
ま
り
一
致
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

因
性
の
佛
性
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
こ
に
法
宝
は
善
戒
経
の
本
性
は
、
理
性
、
因
性
の
佛
性
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
善
戒
経
の
本
性
は
、
前
記
の
如
く
、

地
持
論
の
性
種
性
、
爺
伽
論
、
菩
薩
地
の
本
性
住
種
性
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
に
法
宝
は
癒
伽
論
の
真
如
所
縁
々
種
子
は
真
如

（
佛
性
）
種
子
、
即
ち
理
因
性
の
佛
性
で
あ
る
と
い
う
が
、
し
か
し
唯
識
佛
教
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
認
め
て
い
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
に
慧
沼
の
慧
日
論
に
お
い
て
、
こ
れ
は
批
難
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
事
因
性
、
浬
樂
経
、
巻
二
十
八
に
佛
性
に
は
正
因
と
縁
因
と
あ
り
、
こ
の
う
ち
正
因
は
衆
生
、
縁
因
は
六
波
羅
蜜
で
あ
る
と
い

う
。
ま
た
巻
三
十
六
に
、
い
ま
だ
阿
褥
菩
提
を
得
せ
ざ
る
、
一
切
の
善
、
不
善
、
無
記
の
法
を
み
な
佛
性
と
な
す
。
如
来
は
あ
る
と
き
、

こ
れ
を
報
佛
が
た
め
に
縁
因
正
因
の
佛
性
と
な
し
、
ま
た
法
佛
が
た
め
に
了
因
と
な
し
、
縁
因
を
証
得
す
る
と
い
う
が
、
こ
れ
は
事
（
相
）
、

（
三
）
理
果
性
、
法
身
浬
梁
。

13



つ
ぎ
に
佛
性
の
相
に
つ
い
て
言
え
ば
、
衆
生
と
佛
性
と
は
非
有
非
無
で
あ
る
。
巻
三
十
五
に
佛
性
は
非
無
な
り
と
い
う
が
、
虚
空
の
如

く
で
は
な
い
。
世
間
の
虚
空
は
い
か
な
る
善
巧
方
便
を
も
っ
て
す
る
も
、
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
佛
性
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
故
に
佛
性
は
非
無
な
り
と
い
う
も
、
虚
空
の
如
く
で
は
な
い
。
ま
た
佛
性
は
非
有
な
り
と
い
う
も
、
兎
角
の
如
く
で
は
な
い
。
兎
角
は

い
か
な
る
善
巧
方
便
を
も
っ
て
す
る
も
、
生
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
佛
性
は
生
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
に
佛
性
は
非
有
な
り

と
い
う
も
、
兎
角
の
如
く
で
は
な
い
。
故
に
佛
性
は
非
有
非
無
で
あ
る
と
い
う
。

ま
た
佛
性
に
は
亦
有
亦
無
の
相
が
あ
る
。
佛
性
は
一
切
衆
生
に
悉
有
で
あ
る
。
ま
た
不
生
不
滅
で
あ
る
。
そ
れ
は
灯
と
焔
と
の
如
し
。

乃
至
、
阿
褥
菩
提
を
得
す
。
そ
れ
故
に
佛
性
は
亦
有
で
あ
る
。
ま
た
衆
生
に
は
現
在
に
佛
性
、
即
ち
常
楽
我
浄
が
あ
る
と
い
え
な
い
。
故

に
佛
性
は
亦
有
亦
無
で
あ
る
と
い
う
。

は
、
こ
れ
に
同
じ
で
あ
る
。

（
巻
三
十
五
）
ま
た
（
最
）
後
身
（
金
剛
心
）
の
菩
薩
に
は
、
佛
性
の
六
事
（
常
、
浄
、
真
、
実
、
善
、
少
見
）
が
あ
る
。
九
住

（
地
）
の
菩
薩
は
少
見
で
は
な
く
可
見
で
あ
る
。
八
七
六
住
に
は
、
浄
、
真
、
実
、
善
、
可
見
の
五
事
が
あ
る
。
五
住
以
下
に
は
、
真
、

実
、
善
、
不
善
、
可
見
の
五
事
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
説
は
大
乗
義
章
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
十
佛
性
の
う

ち
、
第
十
、
無
差
別
性
を
釈
す
る
と
こ
ろ
に
、
引
か
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
巻
二
十
八
に
は
、
諸
佛
、
乃
至
、
十
住
の
菩
薩
は
佛
性
を
眼
見
し
、
衆
生
、
乃
至
、
九
住
の
菩
薩
は
佛
性
を
聞
見
す
る
の
で
あ
る

つ
ぎ
に
佛
性
を
証
見
す
る
こ
と
に
つ
い
て
記
せ
ば
、
巻
三
十
五
に
、
十
住
（
地
）
の
菩
隙
は
首
枡
厳
三
昧
の
三
千
の
法
門
を
得
し
、
了

々
と
自
ら
知
り
、
当
に
阿
褥
菩
提
を
得
す
る
で
あ
ろ
う
。
十
住
の
菩
薩
は
佛
性
を
少
し
く
見
る
と
い
う
。
こ
れ
は
理
、
事
の
二
因
（
佛
性
）

が
必
ず
果
を
得
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
善
戒
経
に
初
発
心
の
も
の
が
、
決
定
し
て
阿
縛
菩
提
を
得
す
る
を
、
菩
薩
性
と
な
づ
け
る
と
あ
る

一
ハ
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が
、
し
か
し
菩
薩
が
一
切
衆
生
、
悉
有
佛
性
な
り
と
聞
い
て
、
心
に
信
を
生
ず
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
佛
性
を
聞
見
す
る
と

い
え
な
い
と
あ
る
。
ま
た
巻
二
十
七
に
は
、
菩
薩
は
慧
眼
を
も
っ
て
佛
性
を
見
る
か
ら
、
明
了
に
見
る
一
」
と
は
で
き
な
い
が
、
佛
は
佛
眼

を
も
っ
て
見
る
か
ら
、
明
了
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

か
く
て
所
見
の
佛
性
に
は
決
定
得
果
の
義
が
あ
り
、
そ
れ
の
能
見
は
佛
、
菩
唯
の
佛
眼
、
慧
眼
の
二
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
凡
夫
は

決
定
得
果
の
義
を
知
る
こ
と
が
て
き
な
い
。
佛
性
を
佛
菩
薩
の
よ
う
に
眼
見
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
が
、
聞
見
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
如

来
は
一
切
衆
生
、
悉
右
佛
性
な
り
と
説
き
た
ま
う
。
そ
の
こ
と
を
幾
た
び
聞
い
て
も
、
心
に
信
が
生
じ
な
け
れ
ば
、
佛
性
を
聞
見
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
以
上
、
佛
性
を
証
見
す
る
こ
と
を
お
わ
る
。

真
如
は
佛
の
体
で
あ
る
。
こ
れ
を
佛
性
と
い
う
な
ら
ば
、
無
帖
の
真
如
も
ま
た
佛
休
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
真
如
は
佛
と
な
る
因
で
あ

る
。
こ
れ
を
佛
因
と
な
づ
け
る
な
ら
ば
、
無
情
の
真
如
も
ま
た
佛
因
と
な
る
、
へ
き
で
あ
る
。
ま
た
性
功
徳
を
も
っ
て
佛
性
と
い
う
な
ら
ば
、

無
情
の
真
如
の
中
に
も
ま
た
性
功
徳
の
因
は
あ
る
。
ど
う
し
て
有
情
は
有
佛
性
で
あ
っ
て
、
無
情
は
そ
う
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

真
と
俗
と
は
相
反
し
、
ま
た
相
摂
す
る
の
で
あ
る
。
真
如
は
無
二
無
差
で
あ
る
。
一
法
の
中
に
一
切
法
を
相
摂
す
る
よ
う
に
、
一
切
法

の
中
に
一
法
を
相
供
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
拱
真
従
俗
に
お
い
て
言
え
ば
；
即
色
の
加
は
色
如
で
あ
る
と
言
え
な
い
。
衆
生
如
、
弥
勒
川
、

無
情
如
な
ど
は
不
一
で
あ
る
。
も
し
摂
俗
従
真
に
お
い
て
言
え
ば
、
即
色
と
非
色
と
不
異
で
あ
る
。
有
情
と
無
情
と
不
異
で
あ
る
。
も
し

真
如
に
お
い
て
法
を
説
く
と
い
う
な
ら
ば
、
一
切
法
の
う
ち
に
一
切
法
の
如
が
あ
る
か
ら
、
一
切
法
の
中
に
一
切
法
が
あ
る
。
そ
れ
は
因

陀
羅
網
の
如
し
。
そ
れ
故
に
有
情
に
も
無
情
に
も
佛
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
こ
の
解
釈
は
、
後
に
五
教
章
の
う
ち
に
、
華
厳
円
教
の
種
性
義
を
説
く
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
佛
体
は
真
如
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
理
因
の
佛
性
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
悉
有
佛
性
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
に
有
情
、
無
情
の
別
は
な
い
。
そ
し

て
こ
の
理
因
の
佛
性
に
は
、
当
果
の
理
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
佛
性
は
吉
蔵
の
玄
論
に
よ
れ
ば
、
古
旧
の
諸
師
の
説
で
あ
っ
て
、

智
蔵
、
僧
長
な
ど
梁
代
の
諸
師
も
ま
た
こ
の
説
を
と
っ
た
と
い
う
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
説
は
支
那
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
な
解
釈
な
る
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た
だ
し
浬
藥
経
に
悉
有
佛
性
と
い
う
は
、
個
々
の
有
情
の
当
来
の
果
に
つ
い
て
、
そ
の
因
に
未
来
の
果
性
が
あ
る
こ
と
を
説
く
と
い
え

よ
う
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
い
う
佛
性
は
有
情
に
あ
っ
て
無
情
に
は
な
い
。
た
と
え
真
如
は
唯
一
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
も
の

が
異
る
な
ら
ば
、
名
づ
け
る
こ
と
も
変
る
の
で
あ
る
。
法
身
の
佛
性
は
佛
即
性
で
あ
る
。
報
身
の
佛
性
は
佛
之
性
で
あ
る
。
衆
生
は
佛
で

は
な
い
が
、
佛
因
を
有
す
る
か
ら
、
こ
れ
を
佛
性
と
い
う
。
し
か
る
に
無
情
が
佛
因
を
有
す
る
と
言
え
な
い
。
そ
れ
故
に
佛
性
は
な
い
。

真
如
法
界
の
佛
性
は
一
切
の
有
情
無
情
に
あ
る
。
事
の
佛
性
は
有
情
に
あ
る
が
、
無
情
に
は
な
い
。
有
情
の
因
の
中
に
、
し
ば
ら
く
果

を
説
く
な
ら
ば
、
一
切
衆
生
＄
挙
体
佛
性
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
浬
梁
経
に
は
、
一
切
の
善
‐
不
善
、
無
記
の
法
を
悉
く
佛
性
と
な
づ
け
る
。

あ
る
い
は
因
の
中
に
果
を
説
き
、
果
の
中
に
因
を
説
く
。
こ
れ
が
如
来
の
随
自
意
の
語
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
る
に
、
あ
る
人
は
随
自
意

の
語
と
あ
る
を
誤
解
し
、
一
分
の
衆
生
に
は
佛
性
が
な
い
、
そ
う
い
う
佛
性
の
説
が
、
佛
の
随
、
意
の
語
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
法
宝
の
批
難
は
、
別
記
の
如
く
↑
霊
潤
の
全
分
有
佛
性
の
説
に
対
し
、
玄
跿
門
下
の
神
泰
が
、
そ
れ
は
如
来
の
随
自
意
の

語
を
知
ら
ぬ
邪
説
で
あ
る
と
い
う
に
対
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
真
如
の
理
佛
性
に
は
、
ど
の
よ
う
な
力
が
あ
っ
て
必
ず
成
佛
す
る
か

と
い
う
に
、
佛
性
論
の
第
二
に
言
く
、
生
死
の
苦
を
厭
い
浬
桑
の
楽
を
求
め
る
、
も
し
清
浄
の
心
が
な
け
れ
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り

得
な
い
と
な
し
、
ま
た
宝
性
論
の
第
二
に
も
、
か
の
清
浄
性
は
実
有
で
あ
る
か
ら
、
畢
寛
じ
て
清
浄
心
が
な
い
と
言
え
な
い
と
す
る
の
で

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
唐
の
摂
論
に
も
、
佛
法
界
は
普
く
一
切
の
た
め
に
証
得
の
因
と
な
り
、
諸
の
菩
薩
を
し
て
悲
願
を
も
っ
て
心
に
ま
つ
わ
ら
し
め
＄

佛
果
を
勤
求
せ
し
む
と
い
う
。
さ
ら
に
起
信
論
に
も
、
真
如
薫
習
は
有
力
な
る
を
も
っ
て
、
生
死
を
厭
い
浬
藥
を
求
め
し
む
と
あ
り
、
そ

し
て
ま
た
浬
藥
経
の
三
十
二
に
も
、
佛
性
の
因
縁
力
あ
る
が
故
に
、
磁
石
の
如
く
、
無
上
菩
提
を
得
、
た
だ
し
修
道
を
須
い
ず
と
い
え
ば

圭
松
し
づ
（
》
０

七
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然
ら
ず
と
な
し
、
ま
た
巻
三
十
六
に
も
、
一
閨
提
は
煩
悩
の
因
縁
が
現
在
世
な
る
を
も
っ
て
断
善
根
な
り
、
佛
性
の
因
縁
力
あ
る
を
も
っ

て
、
か
え
っ
て
未
来
に
善
根
を
生
ず
と
説
く
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
こ
れ
ら
の
経
論
に
よ
れ
ば
、
理
佛
性
は
水
精
の
玉
が
、
よ
く
濁
れ
た
水
を
清
浄
な
ら
し
む
る
如
く
で
あ
る
。
も
し
水
が
常
に
動

ず
る
な
ら
ば
、
珠
に
力
が
あ
る
に
し
て
も
、
水
は
清
浄
と
な
ら
ぬ
。
衆
生
も
ま
た
同
で
あ
る
。
た
と
え
理
の
佛
性
は
よ
く
善
法
を
生
ず
る

に
し
て
も
、
し
か
し
つ
ね
に
妄
心
が
動
ず
る
な
ら
ば
、
無
漏
清
浄
と
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
心
が
、
も
し
一
処
に
制
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ

ば
、
事
と
し
て
弁
ぜ
ら
れ
ぬ
こ
と
は
な
い
。

ま
た
水
性
が
清
浄
で
あ
る
こ
と
は
、
動
ず
れ
ば
即
ち
不
浄
で
あ
る
が
、
し
か
れ
そ
れ
が
不
動
と
な
れ
ば
↑
即
ち
自
性
清
浄
と
な
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
衆
生
も
ま
た
同
で
あ
る
。
そ
れ
の
本
性
は
即
ち
清
浄
で
あ
る
。
つ
ね
に
妄
心
が
動
ず
れ
ば
即
ち
生
死
に
輪
廻
す
る
し
、

そ
の
妄
心
が
不
動
と
な
れ
ば
、
即
ち
寂
滅
の
浬
藥
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
説
に
よ
れ
ば
、
も
し
理
の
佛
性
が
あ
る
な
ら
ば
、
必
ず
成
佛

す
る
と
い
う
季
へ
き
で
あ
る
。
す
で
に
一
切
衆
生
に
、
平
等
に
理
佛
性
が
あ
る
こ
と
信
ず
る
の
に
‐
ど
う
し
て
、
そ
の
一
分
の
衆
生
は
‐
成

佛
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
と
妄
執
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
法
宝
の
解
釈
は
；
理
佛
性
の
他
に
、
行
佛
性
を
た
て
な
い

と
い
う
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
の
霊
潤
の
説
を
う
け
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
法
宝
は
佛
性
章
を
結
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
法
宝
は
、
浬
渠
経
、
宝
性
論
、
佛
性
論
、
起
信
論
な
ど
に
よ
っ
て
、

全
分
有
佛
性
の
説
を
た
て
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
佛
性
論
は
前
の
浄
影
慧
遠
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
引
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

が
、
す
で
に
起
信
論
は
充
分
に
参
照
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
霊
潤
に
お
い
て
は
、
一
分
無
佛
性
の
説
が
、
委
し
く
破
斥
さ
れ
て
い
る
が
、
法

宝
の
佛
性
章
に
お
い
て
は
、
一
分
無
佛
性
の
説
は
不
可
な
り
と
い
う
の
み
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
玄
奨
の
新
訳
佛
教
が
一
世
を
風
摩
し
て
い
た
当
時
に
お
い
て
↑
こ
の
よ
う
に
法
宝
が
敢
え
て
論
ず
る
こ
と
は
注
目
す

零
へ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
支
那
佛
教
の
流
れ
の
う
ち
に
、
な
お
全
分
有
佛
性
の
説
が
＄
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る

の
で
あ
る
。
こ
と
に
法
宝
が
動
即
濁
、
不
動
即
浄
に
お
い
て
、
本
性
清
浄
心
（
佛
性
心
）
を
釈
す
る
こ
と
は
、
全
く
起
信
論
の
所
説
で
あ
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有
一
切
法
‐

の
で
あ
る
。

る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
摂
俗
従
真
に
お
い
て
、
一
法
中
有
一
切
法
、
一
切
法
中
有
一
法
で
あ
り
魁
さ
ら
に
因
陀
羅
網
の
如
く
＄
一
切
法
中

有
一
切
法
と
な
る
、
そ
れ
が
真
如
の
理
佛
性
で
あ
る
と
い
う
は
、
前
の
慧
遠
の
説
を
う
け
、
後
の
法
蔵
の
華
厳
円
教
の
佛
性
に
相
通
ず
る

を
得
す
。

（
四
）

る
の
で
あ
る
。

（
一
）
理
皿

（
二
）
因
皿

（
五
）
果
々
性
大
般
涯
喋

こ
の
よ
う
な
五
佛
性
は
、
一
の
衆
生
に
一
切
が
あ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
一
切
が
な
い
こ
と
も
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
前
記
、
佛

性
の
出
体
を
四
に
わ
け
て
説
く
う
ち
、
事
因
の
佛
性
を
、
さ
ら
に
因
性
と
果
性
に
ひ
ら
く
も
の
と
見
ら
れ
る
。

慧
遠
の
大
乗
義
章
に
も
、
ま
た
五
種
佛
性
を
と
く
と
こ
ろ
が
あ
る
。
法
宝
が
（
一
）
理
性
と
す
る
佛
性
を
、
慧
遠
は
非
因
非
果
の
佛
性

と
す
る
。
法
宝
が
（
二
）
因
性
、
善
五
陰
と
す
る
佛
性
を
、
慧
遠
は
十
二
因
縁
と
す
る
。
法
宝
が
（
三
）
因
を
性
、
無
明
等
と
す
る
佛
性

を
、
慧
遠
は
菩
薩
道
と
す
る
。
四
、
五
は
同
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
少
し
く
そ
の
解
釈
に
相
違
す
る
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
五
種
佛
性
を
み

（
三
）
因
々
性
無
明
等
↑
巻
三
十
五
に
言
く
、
一
切
の
無
明
煩
悩
等
の
結
は
、
悉
く
こ
れ
佛
性
な
り
、
何
を
以
っ
て
の
故
に
、
佛
性

の
因
な
る
が
故
に
、
無
明
と
行
と
乃
至
、
柵
の
煩
悩
よ
り
善
の
五
陰
を
得
す
。
こ
れ
を
佛
性
と
な
づ
く
。
善
の
五
陰
よ
り
乃
至
阿
褥
菩
提

を
得
す
。
こ
れ
を
因
を
性
の
佛
性
と
い
う
。

な
お
源
信
の
一
乗
要
決
に
よ
れ
ば
、
宝
公
に
三
番
の
佛
性
あ
り
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
第
一
番
は
、
浬
藥
経
の
佛
性
に
五
が
あ
る
と
す

理
性

因
性

因
々
性

果果
々性
性

第
一
義
空

善
五
陰

阿
鋸
菩
提

大
般
浬
梁

性
は
、
一

八
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乗
、
↑
め
ろ
語
フ
。

ま
た
吉
蔵
の
大
乗
玄
論
に
も
、
五
禰
佛
性
を
と
く
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
し
て
法
宝
が
理
性
と
す
る
佛
性
は
、
吉
蔵
は
非
因
非
果
の
佛
性

と
す
る
。
こ
の
点
、
慧
遠
に
同
で
あ
る
。
吉
蔵
は
因
性
を
十
二
因
縁
と
す
る
か
ら
、
こ
れ
も
慧
遠
に
同
で
あ
る
。
そ
し
て
吉
蔵
は
因
食
性

を
所
生
の
観
智
と
す
る
か
ら
、
こ
れ
は
慧
遠
、
法
宝
い
ず
れ
に
も
一
致
し
な
い
。
果
性
、
果
々
性
は
慧
遠
、
法
宝
に
同
で
あ
る
。
か
く
て

吉
蔵
も
ま
た
五
種
佛
性
の
説
を
み
と
め
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
一
間
提
に
は
理
性
、
囚
を
性
が
あ
り
、
佛
果
に
は
理
性
、
果
々
性
が
あ
り
、
不
断
善
根
の
人
に
は
理
性
、
因
性
、
因
々
性
が
あ

る
と
な
し
、
さ
ら
に
佛
と
一
間
提
を
も
っ
て
四
句
分
別
を
つ
く
る
の
で
あ
る
。

佛
果
有
、
醐
提
無
果
性
果
々
性

と
め
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。

第
二
番
の
佛
性
は
理
因
性
、
理
果
性
、
事
因
性
、
事
果
性
の
四
に
ひ
ら
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
記
の
通
り
で
あ
る
。

佛
果
無
、
關
提
無
因
性

そ
し
て
こ
れ
は
巻
三
十
六
に
、
善
根
人
↑
一
關
捉
を
も
っ
て
佛
性
の
有
無
を
四
句
分
別
す
る
に
よ
る
と
い
う
。

剛
提
人
有
、
善
根
人
無
不
善
五
陰

闘
提
人
無
、
善
根
人
有
善
五
陰

二
人
倶
有
理
性

二
人
倶
無
佛
果
性
徳

こ
の
よ
う
に
第
一
番
の
佛
性
は
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
究
寛
論
の
佛
性
章
の
中
に
見
え
な
い
。
お
そ
ら
く
他
章
に
説
か
れ
て
い
る

佛佛佛
果果果
有無有
、、、

IMIjﾘIM
捉捉提
有有無

理凶果
性々性

性
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第
三
番
の
佛
性
は
密
厳
経
に
よ
り
、
如
来
蔵
即
阿
頼
耶
識
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
理
性
の
佛
心
を
正
因
佛
性
と
す
る
と
い
う
。
こ
れ

は
慧
沼
の
慧
日
論
に
、
有
義
と
し
て
見
ら
れ
る
説
に
同
で
あ
る
。
即
ち
種
性
不
同
謬
を
破
す
る
と
こ
ろ
に
、
法
界
真
如
と
第
八
識
を
も
っ

て
成
佛
の
正
因
と
す
る
。
真
如
如
来
蔵
は
即
ち
第
八
識
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
生
が
な
い
と
言
え
な
い
。
一
分
の
無
性
衆
生
を
と
く
の
は
小

乗
に
随
同
す
る
方
便
の
説
で
あ
っ
て
、
大
乗
の
実
義
で
は
な
い
。

そ
れ
故
に
浬
藥
、
娚
伽
、
密
厳
の
諸
経
に
は
、
蔵
識
即
如
来
蔵
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
諸
法
の
生
因
と
な
す
と
い
う
。
浬
桑
経
に
も
ま
た

第
一
義
空
を
も
っ
て
、
善
法
を
生
ず
る
種
子
と
な
す
と
説
く
の
で
あ
る
。
善
戒
経
の
本
性
は
法
性
で
あ
っ
て
心
で
は
な
い
。
そ
れ
は
理
と

し
て
伍
沙
の
性
功
徳
を
具
す
る
。
法
性
に
順
ず
れ
ば
浄
と
な
り
達
す
れ
ば
染
と
な
る
。
そ
れ
故
に
修
得
の
佛
性
が
客
性
で
あ
る
。
し
か
る

に
心
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
理
と
し
て
染
法
の
依
と
な
り
、
善
不
善
の
法
ぞ
生
ず
る
が
、
し
か
し
伍
沙
の
性
功
徳
に
塵
労
と

い
う
も
の
は
な
い
と
い
う
。
こ
の
一
文
は
第
三
番
の
佛
性
を
、
さ
ら
に
委
し
く
説
く
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
こ
れ
は
唯
識
佛
教
と
し
て
容
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
に
慧
沼
の
慧
日
論
に
お
い
て
↑
厳
し
く
批
難
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
源
信
の
一
乗
要
決
（
巻
上
）
に
よ
れ
ば
＄
慧
照
は
能
蝋
巾
辺
慧
日
諭
を
つ
く
り
、
法
宝
の
一
乗
佛
性
の
説
を
破
す
と
い
う
。
こ

の
よ
う
な
慧
沼
の
批
難
に
つ
い
て
は
、
別
に
記
し
た
こ
と
が
あ
る
。
慧
沼
は
六
五
○
’
七
一
四
の
人
で
あ
る
か
ら
、
師
の
慈
恩
よ
り
十
八
、

ま
た
華
厳
の
法
蔵
よ
り
七
年
の
年
少
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
法
宝
は
慈
恩
と
同
年
ほ
ど
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
法
宝
の
佛
性
説
は
、
当
時
の
支
那
佛
教
に
お
い
て
は
、
旧
来
の
佛
教
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
玄
英
の
新
訳
佛
教
が
伝
来

し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
容
易
に
変
化
を
生
じ
、
解
消
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
や
が
て
法
蔵
の
五
教
章
の
う
ち
に
受
容

せ
ら
れ
、
華
厳
宗
の
種
性
義
と
し
て
説
か
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
五
教
章
の
種
性
義
に
つ
い
て
は
、
別
に
稿
を
改
め
て
記
さ

せ
ら
れ
、
華
厳
｛

れ
る
で
あ
る
澪
（
ノ
。

そ
し
て
法
宝
の
究
寛
論
、
慧
沼
の
慧
日
論
な
ど
は
、
や
が
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
、
大
い
に
研
究
せ
ら
れ
た
。
愛
宕
の
慶
俊
（
六
八
八
’
七

七
八
）
に
究
寛
論
補
欠
の
箸
が
あ
り
、
ま
た
会
津
の
徳
一
（
七
四
九
’
八
三
四
？
）
に
慧
日
術
羽
足
な
ど
の
著
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
徳
一
に
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対
し
や
佛
性
の
問
題
に
つ
い
て
喧
し
い
論
争
を
起
し
た
人
が
伝
教
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
伝
教
に
よ
っ
て
、
し
ば
れ
ば
援
引
さ
れ
る
の
が

法
宝
の
究
寛
論
で
あ
る
。

天
台
の
三
因
佛
性
の
説
、
琉
伽
論
の
無
性
衆
生
が
あ
る
べ
し
と
い
う
に
つ
い
て
の
五
難
六
答
、
及
び
そ
れ
と
佛
性
論
の
分
別
部
、
薩
婆
多
部
の
佛
性

有
無
に
関
す
る
問
答
と
の
同
異
の
問
題
、
あ
る
い
は
華
厳
五
教
章
の
種
性
義
な
ど
に
つ
い
て
は
、
近
く
そ
れ
の
小
論
が
発
表
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

浄
影
菩
遠
の
佛
性
説

嘉
祥
の
佛
性
説

慧
日
論
の
佛
性
説

霊
潤
神
泰
の
佛
性
論
争

右
、
参
照
あ
ら
た
し
。

そ
の
他
、

北
魏
佛
教
の
研
究

南
都
佛
教
二
六

大
谷
学
報
四
六
ノ
ー

同
朋
佛
教
五

拙拙拙拙
稿稿稿稿

ワ1
日』


