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藤

丸

要

龍

谷

大

学

一

序

問
題
の
所
在

仏
教
に
お
い
て
、
善
・
悪
と
い
う
と

善
因
善
果
・
悪
因
悪
果

と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
過
去
あ
る
い
は
現
在
に
行
っ
た
善
悪

の
業
（
行
為
）
が
、
現
在
な
い
し
未
来
に
そ
の
結
果
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
縁
起
説
を
思
い
浮
か
べ
る
。
こ
の
場
合

は
、
自
己
の
為
し
た
業
（
行
為
）
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
我
々
が
善
と
か
悪
と
か
言
っ
た
場
合
は
、
た
い
て
い
、
そ
の

行
為
に
対
し
て
論
ず
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
善
・
悪
の
区
別
は
、
決
し
て
そ
の
行
為
自
体
に
対
し
て
の
み
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
一
見
、
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
は
あ
る
が
、
特
定
の
存
在
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
華
厳
教
学
に
お
い
て

も
善
・
悪
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
存
在
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
よ
う
に
思
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
華
厳
教
学
が
依
り
所
と
す
る

華
厳
経

に
は
有
名
な

心
仏
衆
生
是
三
無

１
差
別

の
経
文
が
あ
り
、
ま
た
華
厳
は
性
起

の
法
門
で
あ
る
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
み
て
も
、
一
見
、
華
厳
教
学
に
お
い
て
は
善
は
と
も
か
く
、
悪
と
い
う

え
方
の
介
在

す
る
余
地
は
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
単
純
な
疑
問
が
、
今
回
の
論
題
設
定
の
意
図
で
あ
る
。

は
た
し
て
、
華
厳
に
お
い
て
、
善
悪
は
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
以
下
、
至
相
大
師
智
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（
六
〇
二
〜
六
六
八
）
と
、
特
に
華
厳
の
基
本
的
立
場
を
顕
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
賢
首
大
師
法
蔵
（
六
四
三
〜
七
一
二
）
を
中
心
に
、

華
厳
教
学
の
中
心
思
想
で
あ
る
法
界
縁
起
と
性
起
に
関
し
て
検
討
し
て
行
き
た
い
。

二

法
界
縁
起
と
性
起

華
厳
で
説
く
法
界
縁
起
と
性
起
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
研
究
が
為
さ
れ
て

２
い
る
。
こ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
古
来
、

華
厳
経
問
答

の
文
が
有
名
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
巻
下
に
お
い
て
、

問
う
。
性
起
と
お
よ
び
縁
起
、
こ
の
二
の
言
に
何
の
別
有
り
や
。
答
う
。
性
起
と
は
即
ち
こ
の
言
、
自
ら
縁
に
よ
ら
ず
。
縁
起
と
言

う
は
、
こ
の
中
に
入
る
の
近
方
便
な
り
。
謂
く
、
法
は
縁
に
よ
っ
て
起
こ
り
、
自
性
な
き
が
故
に
。
即
ち
、
そ
の
法
の
不
起
の
中
に

入
り
て
こ
れ
を
解
せ
し
む
な
り
。
そ
の
性
起
と
は
即
ち
そ
の
法
性
な
り
。
即
ち
無
起
を
性
と
為
す
を
以
て
の
故
に
、
即
ち
そ
の
不
起

を
も
っ
て
起
と
為
す

３
な
り
。

と
説
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

華
厳
経
問
答

は
法
蔵
の
著
作
と
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
真
撰
・
偽
撰
の
問
題
が

４
あ
り
、

こ
れ
を
も
っ
て
法
蔵
の
見
解
と
速
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
華
厳
の
立
場
を
よ
く
顕
わ
し
て
い
る
文
で
あ
る
と
は
言
え
る
だ

ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
文
に
よ
れ
ば
、
性
起
と
は
縁
に
よ
っ
て
起
こ
る
も
の
で
は
な
く
、
法
性
に
本
来
具
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
縁
起

と
は
法
性
に
具
え
ら
れ
て
い
る
性
を
縁
に
よ
っ
て
起
こ
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
両
者
は
別
々
の
も
の
で
は
な
く
、
不
離
の
関
係
に

あ
る
こ
と
に
な
る
。
性
起
が

起
に
し
て

５
不
起

と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
決
し
て
、
性
起
は
縁
起
を
縁
起
た
ら
し
め
る
根
本
原
理
と

い
っ
た
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
湛
然
た
る
法
性
が
体
を
挙
げ
て
直
ち
に
用
と
な
る
場
合
を
指
し
て

縁
起

と
言
い
、
ま
た
法
性
生
起
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の
面
を
指
し
て

性
起

と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。

縁
起
に
し
て
も
性
起
に
し
て
も
、
法
性
が
そ
の
根
底
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
法
性
を
基
盤
と
す
る
法
界
縁
起
や
、
あ
る

い
は
性
起
に
関
し
て
善
悪
を

察
し
て
行
く
こ
と
が
、
華
厳
教
学
に
お
け
る
善
悪
観
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
華
厳
教
学
に

お
い
て
は
、
善
悪
と
い
う
表
記
そ
の
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
存
在
論
の
立
場
か
ら
、
染
浄
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論

じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

さ
て
、
智

は

孔
目
章

巻
四
に
お
い
て
、

性
起
と
は
一
乗
法
界
縁
起
の
際
を
明

６
か
す
。

と
述
べ
、
性
起
が
華
厳
別
教
一
乗
の
法
界
縁
起
の
究
極
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
定
義
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
法
界
縁
起
に
つ
い

て
は
、

捜
玄
記

巻
三
下
の
中
で
、

法
界
縁
起
に
す
な
わ
ち
衆
多
あ
り
。
今
、
要
門
を
も
っ
て
略
し
て
摂
し
て
二
と
な
す
。
一
つ
は
凡
夫
染
法
に
約
し
て
、
も
っ
て
縁
起

を
弁
ず
。
二
つ
に
は
菩
提
浄
分
に
約
し
て
、
も
っ
て
縁
起
を
明

７
か
す
。

と
説
い
て
、
法
界
縁
起
に
凡
夫
染
法
縁
起
と
菩
提
浄
分
縁
起
の
二
門
を
分
か
ち
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
細
分
し
て
論
じ
て

８
い
る
。
す
な
わ
ち
、

菩
提
浄
分
縁
起
に
本
有
・
本
有
修
正
・
修
正
・
修
生
本
有
の
四
を
、
ま
た
凡
夫
染
法
縁
起
に
は
、
縁
起
一
心
門
と
依
持
一
心
門
と
の
二
門

に
分
け
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
中
、
前
者
（
縁
起
一
心
門
）
で
、
心
の
縁
起
的
な
あ
り
方
を
真
妄
縁
集
門
・
摂
本
従
末
門
・
摂
末
従

本
門
の
三
門
に
分
け
、
次
い
で
後
者
（
依
持
一
心
門
）
で
は
一
心
に
つ
い
て
阿
梨
耶
識
と
の
関
わ
り
を
述
べ
て
い
る
。

法
蔵
は
こ
れ
を
承
け
て
、

探
玄
記

巻
十
三
の
中
で
、
智

の
二
門
に
新
た
に
染
浄
合
説
を
加
え
、
三
門
構
成
で
法
界
縁
起
を
把
捉

し
て

９
い
る
。
た
だ
し
、
染
浄
合
説
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
細
分
し
て
は
い
る
が
、
項
目
名
を
あ
げ
る
の
み
で
、
説
明
は
な
さ
れ
て
い

10
な
い
。
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し
か
し
、
基
本
的
に
は
、
法
蔵
は
智

の
説
と
大
幅
に
異
な
る
こ
と
は
な
く
、
智

に
準
じ
て
い
る
と
推
察
し
て
よ
い
と
思
う
。
参

ま

で
に
、
智

と
法
蔵
の
法
界
縁
起
説
を
対
称
さ
せ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

智

捜
玄
記

巻
三
下

法
蔵

探
玄
記

巻
十
三

真
妄
縁
集
門

縁
集
一
心
門

縁
起
一
心
門

摂
本
従
末
門

摂
本
従
末
門

染
法
縁
起

摂
末
従
本
門

摂
末
従
本
門

凡
夫
染
法
縁
起

本
末
依
持
門

依
持
一
心
門

本

有

修

生

浄
法
縁
起

１
、
本

有

本

有

修

生

２
、
本
有
修
正

修

生

本

有

菩
提
浄
分
縁
起

３
、
修

生

翻
染
現
浄
門

４
、
修
生
本
有

以
浄
応
染
門

染
浄
合
説

会
染
即
浄
門

染
尽
浄

門

さ
て
、
今
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
細
か
く
み
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
智

が

捜
玄
記

の
中
で
、
凡
夫
染
法
縁
起
に
つ
い
て
論

じ
た
後
、
二
つ
の
問
答
を
上
げ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し

11
た
い
。
つ
ま
り
、
第
一
の
問
答
は
、
縁
起
一
心
門
と
依
持
一
心
門
と
の
区
別
に
つ

一
六
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い
て
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
縁
起
一
心
門
は
染
浄
の
存
在
が
そ
の
ま
ま
本
体
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
区
別
を
認
め
な
い
立
場
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
の
問
答
は
、
法
界
縁
起
の
諸
相
が
一
証
境
界
、
す
な
わ
ち
悟
り
の
境
界
を
成
ず
る
こ
と
に
関
し
て
で
あ
り
、

こ
れ
に
つ
い
て
智

は
、
上
来
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
す
べ
て
縁
に
約
し
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
一
証
境
界
に
至
る
た
め

の
方
便
で
あ
る
。
も
し
、
一
証
境
界
を
明
ら
か
に
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
十
平
等
の

12
教
説
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
凡
夫
染
法
縁
起
は
凡
夫
の
立
場
か
ら
み
た
縁
起
で
あ
り
、
絶
対
的
一
心
と
迷
い
の
心
（
妄
心
）
と
の
関
わ
り
を

察
し
た

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
す
ら
仏
果
の
立
場
を
念
頭
に
お
い
て
の
解
釈
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
浄
分
縁
起
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
智

は

捜
玄
記

巻
三
下
の
中
で
、
前
述
の
本
有
・
本
有
修
生
・
修
生
・
修
生
本
有
の

四
門
に
分
け
て
説
い
た
後
、

上
来
の
四
義
は
、
こ
の
縁
生
に
お
い
て
理
実
に
通
じ
て
あ
り
。
も
し
、
経
に
対
し
て
、
文
を
分
か
て
ば
、
こ
の
十
番
の
縁
生
に
た
だ

二
門
あ
り
。
一
つ
に
は
修
生
、
二
つ
に
は
修
生
本
有
な
り
。
余
の
二
は
性
起
品
に

13
あ
り
。

と
ま
と
め
て
、
修
生
と
修
生
本
有
の
二
つ
は
縁
生
（
縁
起
）
で
あ
っ
て
、
余
の
二
、
す
な
わ
ち
本
有
と
本
有
修
正
こ
そ
が
性
起
の
分
斉
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
縁
起
と
は
言
っ
て
も
、
性
起
と
別
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
は
法
性
あ
る
い
は
こ
れ
に
即
し
た
一
心

に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
縁
起
と
性
起
と
は
不
可
分
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

さ
て
、
法
蔵
は
性
起
に
つ
い
て
、

探
玄
記

巻
十
六
に
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
冒
頭
部
分
で
、

不
改
を
性
と
名
づ
け
、
用
を
顕
わ
す
を
起
と
称
す
。
す
な
わ
ち
、
如
来
の
性
起
な
り
。
ま
た
、
真
理
を
如
と
名
づ
け
性
と
も
名
づ
け
、

用
を
顕
わ
す
を
起
と
名
づ
け
来
と
名
づ
け
ば
、
如
来
を
性
起
と
な
す

14
な
り
。
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と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
智

が

捜
玄
記

巻
四
下
に
お
い
て
、

性
と
は
体
な
り
。
起
と
は
心
地
に
現
在
す
る

15
の
み
。

と
性
起
を
定
義
し
た
こ
と
を
承
け
て
の
解
釈
で
あ
り
、
真
性
の
体
は
改
変
す
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
を

性

と
し
、
心

の
中
に
厳
然
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
用
き
が
顕
れ
る
点
を
捉
え
て

起

と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
性
起
の
語
を
解

釈
し
て
、
性
は
如
と
名
づ
け
、
起
は
来
、
す
な
わ
ち
性
起
が
そ
の
ま
ま
如
来
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
性
起
と
は
、
あ
く
ま
で

も
仏
果
の
立
場
に
た
っ
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
法
蔵
は

華
厳
経

の

宝
王
如
来
性
起
品

の
宗
趣
を
分
相
門
・
依
持
門
・
融
摂
門
・
性
徳
門
・
定
義
門
・
染
浄
門
・
因
果

門
・
通
局
門
・
分
斉
門
・
建
立
門
の
十
門
に
分
け
て
論
ず

16
る
中
、
ま
ず
、

分
相
門

に
お
い
て
、

初
め
に
分
相
と
は
、
性
に
三
種
あ
り
。
謂
く
、
理
・
行
・
果
な
り
。
起
に
ま
た
三
あ
り
。
謂
く
、
理
性
は
了
因
を
得
て
顕
現
す
る
を

起
と
名
づ
く
。
二
に
行
性
は
聞

を
待
つ
に
由
っ
て
資
発
し
、
果
を
生
ず
る
を
起
と
名
づ
く
。
三
に
果
性
の
起
と
は
、
謂
く
、
此
の

果
性
は
更
に
別
体
な
く
、
即
ち
彼
の
理
・
行
兼
ね
て
修
生
を
具
し
、
果
位
に
至
る
時
を
、
合
し
て
果
性
と
な
す
。
応
機
の
化
用
こ
れ

を
名
づ
け
て
起
と
為
す
。
是
の
故
に
三
位
に
各
性
各
起
す
る
が
故
に
性
起
と

17
云
う
。

と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
性
起
の

性

に
は
三
種
あ
り
、
こ
れ
と
相
応
し
て

起

に
も
三
種
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

衆
生
と
の
関
連
で

え
る
と
、
衆
生
に
本
来
的
に
真
性
の
理
性
が
具
有
さ
れ
て
い
る
点
が
理
の
性
起
で
あ
り
、
教
法
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ

て
本
具
の
理
性
が
開
発
さ
れ
て
い
く
点
、
つ
ま
り
修
道
の
立
場
か
ら
み
た
の
が
行
の
性
起
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
結
果
、
理
と
行
と
が
満

足
し
、
つ
い
に
仏
果
に
至
っ
た
点
か
ら
み
る
の
が
果
の
性
起
と
な
る
。
法
蔵
は
こ
れ
ら
理
・
行
・
果
の
関
係
を
、
さ
ら
に
詳
し
く
前
述
の

十
門
の
中
の
、
依
持
門
・
融
摂
門
・
性
徳
門
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。
今
、

依
持
門

を
取
り
上
げ
て
み
る
な
ら
ば
、

一
七
〇

華
厳
教
学
に
お
け
る
善
・
悪
の
問
題
（
藤
丸

要
）



二
に
依
持
門
と
は
、
一
に
は
行
が
理
を
証
し
て
成
ず
る
な
り
。
即
ち
、
理
を
も
っ
て
性
と
な
し
、
行
が
成
ず
る
を
起
と
な
す
。
こ
れ
、

菩
薩
位
に
約
す
る
な
り
。
凡
位
に
は
性
、
あ
れ
ど
も
起
な
き
を
も
っ
て
の

18
故
に
。

と
あ
る
よ
う
に
、
性
起
と
は
初
地
以
上
の
菩
薩
位
に
入
っ
て
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
凡
夫
の
位
で
は
性
の
み
あ
っ
て
起
は
な
い
と
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
性
起
が
仏
・
菩
薩
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
凡
夫
に
も
通
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

つ
ま
り
、
修
道
的
な
立
場
に
よ
る
な
ら
ば
、
仏
・
菩
薩
位
に
お
い
て
も
、
ま
た
凡
位
に
い
て
も
、
そ
の
根
底
に
は
性
（
法
性
）
が
存
在

し
、
こ
れ
に
立
脚
し
た
上
で
の
性
起
の

察
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

三

探
玄
記

の
染
浄
説

と
こ
ろ
で
、
現
実
的
な
問
題
と
し
て
、
迷
界
の
存
在
で
あ
る
我
々
衆
生
は
、
性
起
と
ど
の
よ
う
な
関
連
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
観
点
か
ら
、
性
起
が
最
も
詳
し
く
説
か
れ
て
い
る
の
が
、
前
述
の
十
門
の
中
の
第
六

染
浄
門

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、

六
に
染
浄
門
と
は
、
問
う
。
一
切
の
諸
法
は
皆
、
性
に
依
り
て
立
つ
。
何
が
故
に
下
の
文
の
性
起
の
法
は
、
た
だ
浄
法
の
み
に
約
し

て
、
染
を
取
ら
ざ
る
や
。
答
う
。
染
浄
等
の
法
は
、
同
じ
真
に
依
る
と
い
え
ど
も
、
た
だ
違
順
異
な
る
が
故
に
。
染
は
無
明
に
属
し
、

浄
は
性
起
に
帰
す
な
り
。

問
う
。
染
は
性
起
に
非
ざ
れ
ば
、
ま
さ
に
真
を
離
る
べ
き
や
。
答
う
。
真
に
違
す
る
を
も
っ
て
の
故
に
、
真
を
離
る
る
こ
と
を
得
ず
。

真
に
違
す
る
を
も
っ
て
の
故
に
真
の
用
に
属

19
せ
ず
。

等
と
あ
る
よ
う
に
、
性
起
は
唯
浄
で
あ
り
、
染
は
無
明
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
染
浄
、
善
悪
は
真
性
に
よ
る
の

で
あ
っ
て
、
真
性
に
違
す
れ
ば
染
（
悪
）
と
な
り
、
ま
た
こ
れ
に
順
ず
る
な
ら
ば
浄
（
善
）
と
な
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
明

一
七
一

華
厳
教
学
に
お
け
る
善
・
悪
の
問
題
（
藤
丸

要
）



ら
か
に
す
る
た
め
に
、
法
蔵
は
こ
の
後
、
続
け
て
、
次
の
よ
う
な
喩
え
を
用
い
て
説
明
し
て

20
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
が
転
ん
で
脱
げ
た
靴

を
帽
子
と
す
る
の
は
お
か
し
な
こ
と
で
あ
る
が
、
転
ん
だ
こ
と
は
靴
を
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
靴
を
帽
子
と
し
て
か
ぶ
る
こ
と

は
、
靴
本
来
の
は
た
ら
き
で
は
な
い
か
ら

顚
倒
と
い
う
こ
と
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、

真
の
用
に
順
ぜ
ざ
る
を
も
っ
て
の
故
に
こ
の
性
起
の
摂
に
は

21
非
ず
。

と
あ
る
よ
う
に
、
染
法
は
真
性
の
体
を
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
真
性
の
用
に
順
じ
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
性
起
に
摂
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

も
し
、
留
惑
に
約
せ
ば
浄
用
あ
り
。
ま
た

性
起
に
入
れ
て

22
収
む
。

と
も
述
べ
、
さ
ら
に
、

衆
生
・
煩
悩
は
皆
、
性
起
な
の
か

と
い
う
問
い
を
発
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
性
起
で
あ
っ

て
、
一
切
が
こ
と
ご
と
く
性
起
で
あ
る
と
述
べ
て

23
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
も
し
染
法
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
が
惑
（
煩
悩
）
を
留

め
て
衆
生
救
済
な
ど
の
浄
ら
か
な
用
き
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
真
性
の
用
に
順
ず
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
性
起
に
収
め
ら
れ
、
こ

の
よ
う
な
点
か
ら
み
れ
ば
、
染
法
で
あ
る
衆
生
や
煩
悩
も
皆
、
性
起
と
な
り
う
る
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
法
蔵
は

通
局
門

に
お
い
て
も
、

問
う
。
こ
の
性
起
は
た
だ
仏
果
に
よ
ら
ば
、
何
が
故
に
下
の
文
に

菩
薩
は
自
ら
身
中
に
性
起
の
菩
提
あ
る
を
知
る
。
一
切
衆
生
の

心
中
も
ま
た
し
か
な
り

と
あ

24
り
や
。

と
あ
る
よ
う
、
性
起
は
仏
果
に
よ
る
の
に
、
な
ぜ
菩
薩
や
一
切
衆
生
の
心
中
に
性
起
の
菩
提
が
あ
る
の
か
と
、

華
厳
経

性
起
品

の

取
意
の
文
を
上
げ
て
問
う
て

25
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
法
蔵
は
、
三
乗
教
で
あ
れ
ば
、
衆
生
心
中
に
は
因
性
の
み
も
あ
っ
て
、
果
の
用
き
が

な
い
が
、
円
教
の
立
場
で
は
、
毘

舎
那
仏
の
果
法
が
衆
生
を
す
べ
て
包
み
込
ん
で
い
る
か
ら
、
衆
生
の
身
中
に
も
果
の
相
が
あ
る
の
だ

一
七
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と
説
い
て

26
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
法
蔵
は
仏
果
の
立
場
に
立
っ
て
性
起
を
論
じ
、
そ
れ
は
衆
生
に
も
通
じ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ

な
ら
ば
実
際
的
に
迷
界
で
苦
を
受
け
て
い
る
衆
生
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
衆
生
で
す
ら
性
起
と

い
う
こ
と
が
果
た
し
て
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
辺
り
の
事
情
に
つ
い
て
、
法
蔵
は

探
玄
記

の
中
で
、

華
厳
経

の

日
照
生

盲

の

27
喩
え
を
解
釈
し
て
、
こ
の
生
盲
と
は
邪
見
・
犯
重
・
愚
癡
・
邪
命
の
四
種
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
信
心
の
眼
が
な
い
か
ら
生
盲
と
言

う
の
だ
と
述
べ
、
こ
の
よ
う
な
悪
道
の
凡
夫
・
衆
生
で
あ
っ
て
も
利
益
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
説
い
て

28
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
法
蔵
は
衆
生
に
対
し
て
も
、
如
来
の
性
起
が
貫
徹
し
て
い
る
と
捉
え
、
徹
底
し
た
性
起
唯
浄
の
立
場
を
取
っ

て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

四

結

以
上
、
特
に
法
蔵
を
中
心
と
し
て
、
華
厳
に
お
け
る
善
悪
観
（
染
浄
観
）
の
一
端
を
み
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
法
蔵
の
見
解
の
背
景
に

は
、
彼
が

探
玄
記

に
お
い
て
示
す

華
厳
経

が
説
か
れ
た
十
種
の
理
由
を
上
げ
る
中
の
第
七
番
目
の
理
由
、
す
な
わ
ち
、

七
に
開
発
の
故
に
と
は
、
衆
生
心
中
の
如
来
蔵
の
性
起
の
功
徳
を
開
発
し
、
諸
の
菩
薩
を
、
こ
れ
に
よ
っ
て
修
学
し
、
無
明
の

を

破
し
て
性
徳
を
顕
わ
し
め
ん
と
欲
す
る
が
た
め
の
故

29
な
り
。

と
あ
る
文
が
指
摘
で
き
る
と
思
う
。
こ
の
文
は

探
玄
記

の
冒
頭
に
記
述
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
法
蔵
は

華
厳
経

が
説
か
れ
た
理

由
と
し
て
、
法
爾
故
・
願
力
故
・
機
感
故
・
為
本
故
・
顕
徳
故
・
顕
位
故
・
開
発
故
・
見
聞
故
・
成
行
故
・
得
果
故
の
十
種
の
理
由
を
上

げ
る
が
、
そ
の
中
の
第
七
番
目
の
理
由
と
し
て
記
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

華
厳
経

が
説
か
れ
た
の
は
、
衆
生
の
心
中
に

一
七
三

華
厳
教
学
に
お
け
る
善
・
悪
の
問
題
（
藤
丸

要
）



具
す
る
如
来
蔵
の
性
起
の
功
徳
を
開
発
し
、
法
性
の
徳
を
顕
わ
す
た
め
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
る
と
、

華
厳
発
菩
提
心
章

の
中
で
、
理
事
円
融
を
説
く
十
門
の
最
後
の
円
融
具
徳
門
に
、

し
か
る
に
、
こ
の
具
徳
門
の
中
に
一
法
、
法
爾
と
し
て
性
に
善
悪
を

30
具
す
。

と
あ
る
文
も
、
法
性
・
理
性
に
善
悪
を
具
し
て
い
る
と
い
う
表
現
か
ら
、
一
見
、
性
悪
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
法
蔵
の
基
本

的
立
場
か
ら
い
え
ば
、
こ
れ
は

理
事
円
融

に
お
い
て
説
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
性
に
善
悪
を
具
す
と
い
う
の
は
、
法
性
の
面
か

ら
み
た
も
の
で
あ
り
、
体
か
ら
す
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
唯
浄
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
法
蔵
や
あ
る
い
は
智

の
華
厳
教
学
に
お
け
る
善
悪
、
染
浄
と
い
う
の
は
、
法
界
縁
起
や
そ
の
究
極
的
立
場
を
示
す
性

起
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
、
常
に
果
上
に
立
っ
て
の
議
論
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
一
見
す
れ
ば
悪
と
思
わ
れ

る
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
真
性
の
理
性
が
融
通
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
唯
浄
（
性
善
）
の
立
場
に
立
つ
の
が

智

や
法
蔵
で
あ
っ
た
と

え
ら
れ
る
。
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
法
性
性
起
に
順
ず
る
の
が
善
で
あ
り
、
こ
れ
に
違
す
る
の

が
悪
で
あ
る
と

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
す
ら
、
衆
生
の
側
か
ら
み
た
分
別
の
相
に
過
ぎ
な
い
。
性
起
の
立
場
に
立
つ
な
ら

ば
、
善
悪
・
染
浄
の
分
別
を
超
え
た
絶
対
的
一
心
（
法
性
）
に
こ
そ
そ
の
価
値
を
見
い
だ
す
べ
き
で
あ
り
、
た
と
え
凡
夫
・
衆
生
で
あ
っ

て
も
、
こ
れ
を
離
れ
て
は
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
華
厳
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
と

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
法
界
縁
起
、
性
起
と
一
心
と
の
関
係
、
お
よ
び
法
蔵
の
後
、
澄
観
に
お
い
て
は
天
台
の
性
悪
説
の
影
響
を
う
け
て
華
厳
に
性
悪

説
を
説
い
た
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
、
今
回
、
検
討
し
て
い
く
余
裕
が
な
か
っ
た
の
で
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

一
七
四

華
厳
教
学
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注１

六
十
華
厳

巻
十
（
大
正
九
・
四
六
五
下
）。

２

法
界
縁
起
や
性
起
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
古
来
、
多
数
の
研
究
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
本
論
文
作
成
に
あ
た
っ
て
、
主
と
し
て
参
照
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
著
書
・
論
文
等
を
上
げ
て
お
く
。
坂
本
幸
男

大
乗
仏
教
の
研
究

Ⅰ
華
厳
教
学
の
中
心
思
想

Ⅱ
華
厳
教
学
の
諸
問

題

（
昭
和
五
五
年
九
月
、
大
東
出
版
社
）、
鎌
田
茂
雄

中
国
華
厳
思
想
史
の
研
究

（
一
九
七
八
年
一
〇
月
復
刊
本
、
東
京
大
学
出
版

会
）、
鎌
田
茂
雄

華
厳
教
学
に
お
け
る
善
悪

（

仏
教
思
想
２

悪

平
楽
寺
書
店
）、
木
村
清
孝

初
期
中
国
華
厳
思
想
の
研
究

（
昭
和
五
二
年
一
〇
月
、
春
秋
社
）、
吉
津
宜
英

華
厳
禅
の
思
想
史
的
研
究

（
昭
和
六
〇
年
三
月
、
大
東
出
版
社
）、
吉
津
宜
英

華
厳

一
乗
思
想
の
研
究

（
一
九
九
一
年
七
月
、
大
東
出
版
社
）、
石
井
公
成

華
厳
思
想
の
研
究

（
一
九
九
六
年
二
月
、
春
秋
社
）、
平
川
彰

縁
起
と
性
起
｜
華
厳
の
唯
心

｜
を
め
ぐ
っ
て

（

南
都
仏
教

六
一
・
六
二
号
、
一
九
八
九
年
六
月
、
東
大
寺
南
都
仏
教
研
究
会
）
な

ど
。
ま
た
、
華
厳
に
お
け
る
善
悪
に
関
し
て
は
、
前
述
の
中
、
坂
本
幸
男
博
士
の

性
起
思
想
と
悪
に
つ
い
て

（

大
乗
仏
教
の
研
究

所

収
）、
鎌
田
博
士
、
平
川
博
士
等
の
論
文
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

３

大
正
四
五
・
六
〇
一
中
。

４

石
井
公
成

華
厳
思
想
の
研
究

第
一
部
第
三
章
第
五
節

華
厳
経
問
答

の
諸
問
題

（
一
九
九
六
年
二
月
、
春
秋
社
）。

５

孔
目
章

巻
四
（
大
正
四
五
・
五
八
〇
下
）
な
ど
。

６

大
正
四
五
・
五
八
〇
下
。

７

大
正
三
五
・
六
二
下
。

８

大
正
三
五
・
六
二
下
〜
六
三
下
。

９

大
正
三
五
・
三
四
四
上
〜
中
。

10

な
お
、
平
川
彰
博
士
は
前
述
の

縁
起
と
性
起
｜
華
厳
の
唯
心

｜
を
め
ぐ
っ
て

の
中
で
染
浄
合
説
に
つ
い
て
、
そ
の
項
目
名
よ
り
内

容
の
推
察
を
試
み
て
お
ら
れ
る
。

11

大
正
三
十
五
・
六
三
下
。

12

六
十
華
厳

十
地
品

（

六
十
華
厳

巻
二
五
、
大
正
九
・
五
五
八
中
）
に
示
さ
れ
る
無
性
・
無
相
・
無
生
・
無
成
・
本
来
清
浄
・
無

論
・
不
取
不
捨
・
離
・
幻
夢
影
響
水
中
月
・
有
無
不
二
の
十
種
の
平
等
の
こ
と
で
あ
り
、
第
五
地
の
菩
薩
が
一
切
法
の
本
性
で
あ
る
平
等

一
七
五

華
厳
教
学
に
お
け
る
善
・
悪
の
問
題
（
藤
丸

要
）



性
を
、
こ
の
十
種
の
平
等
に
よ
っ
て
体
得
し
、
第
六
地
に
入
る
と
説
か
れ
る
。

13

大
正
三
五
・
六
三
上
。

14

大
正
三
五
・
四
〇
五
上
。

15

大
正
三
五
・
七
九
中
〜
下
。

16

大
正
三
五
・
四
〇
五
上
〜
四
〇
六
上
。

17

大
正
三
五
・
四
〇
五
上
。

18

大
正
三
五
・
四
〇
五
上
。

19

大
正
三
五
・
四
〇
五
中
〜
下
。

20

大
正
三
五
・
四
〇
五
下
。

21

大
正
三
五
・
四
〇
五
下
。

22

大
正
三
五
・
四
〇
五
下
。

23

大
正
三
五
・
四
〇
五
下
。

24

大
正
三
五
・
四
〇
五
下
。

25

六
十
華
厳

巻
三
五
に

ま
た
次
に
仏
子
よ
。
こ
の
菩
薩
摩

薩
は
自
ら
身
中
に
悉
く
一
切
の
諸
仏
菩
提
の
あ
る
こ
と
を
知
る
。
何
を

以
て
の
故
に
。
彼
の
菩
薩
の
心
、
一
切
の
如
来
菩
提
を
離
れ
ず
が
故
に
。
自
ら
の
心
中
の
如
し
。
一
切
衆
生
の
心
中
も
ま
た
是
の
如
し
。
無

量
無
辺
、
処
、
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
破
壊
す
べ
か
ら
ず
。
思
議
す
べ
か
ら
ず

と
あ
る
経
文
の
取
意
で
あ
る
（
大
正
九
・
六
二
七
中
）。

26

大
正
三
五
・
四
〇
五
下
。

27

六
十
華
厳

巻
三
四
に

仏
子
よ
、
譬
え
ば
日
、
世
間
に
出
で
て
、
生
盲
の
衆
生
、
未
だ
会
て
都
て
見
ざ
る
が
如
し
。
何
を
以
て
の
故

に
。
肉
眼
無
き
が
故
に
。
仏
子
よ
。
此
の
生
盲
の
衆
生
は
、
日
を
見
ざ
る
と
雖
も
、
ま
た
日
光
の
饒
益
せ
る
所
と
為
す
。
日
光
に
因
る
が
故

に
。
…
…
（
中
略
）
…
…

一
切
の
邪
見
、
犯
戒
、
無
智
、
邪
命
の
生
盲
の
衆
生
、
会
て
仏
の
智
慧
の
日
光
を
み
ざ
る
。
何
を
以
て
の
故
に
。

信
心
の
眼
無
き
が
故
に
。
仏
子
よ
。
生
盲
の
衆
生
、
如
来
の
智
慧
の
日
光
を
見
ず
と
雖
も
、
然
る
に
此
の
衆
生
、
ま
た
、
如
来
の
智
慧
の
日

光
の
饒
益
せ
る
所
と
為
す
。

等
と
あ
る
（
大
正
九
・
六
一
六
下
）。

28

大
正
三
五
・
四
〇
八
下
〜
四
〇
九
上
。
な
お
、

華
厳
経
問
答

巻
下
に
お
い
て
は
、
た
と
え
実
際
に
苦
を
受
け
て
苦
し
ん
で
い
る
邪
見

一
七
六

華
厳
教
学
に
お
け
る
善
・
悪
の
問
題
（
藤
丸

要
）



の
衆
生
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
衆
生
が
苦
い
厭
い
楽
を
願
う
心
を
起
こ
さ
せ
る
か
ら
、
性
起
の
慈
に
他
な
ら
な
い
と
論
じ
て
い
る
こ
と
と
通

じ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
終
教
の
立
場
で
あ
っ
て
、
別
教
一
乗
に
お
い
て
は
、
邪
見
の
衆
生
、
煩
悩
の
苦
に
沈
ん
で
い
る

衆
生
の
す
が
た
そ
の
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
性
起
の
所
作
で
あ
り
、
慈
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
大
正
四
五
・
六
一
〇
中
）。

29

大
正
三
五
・
一
〇
八
下
。

30

大
正
四
五
・
六
五
五
下
。
な
お
、
こ
の

華
厳
発
菩
提
心
章

に
つ
い
て
も
、
テ
キ
ス
ト
上
の
問
題
が
あ
り
、
完
全
に
法
蔵
の
著
作
と
は

言
い
切
れ
な
い
面
が
あ
る
。
詳
し
く
は
、
吉
津
宜
英

華
厳
一
乗
思
想
の
研
究

本
論
第
二
章
第
三
節

法
蔵
の
著
作
に
つ
い
て

を
参

照
。

一
七
七

華
厳
教
学
に
お
け
る
善
・
悪
の
問
題
（
藤
丸

要
）
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