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道
元
『
正
法
眼
蔵
、
第
三
、
仏
性
』　
（
現
代
語
訳
及
び
注
）

矢　

谷　

慈　

國　
　
　
　
　
　

（
雲　

谷　

斎
）　　
　
　
　
　
　
　

　

釈
迦
牟
尼
仏
が
言
わ
れ
た
「
一
切
の
衆
生
は
悉
く
仏
と
し
て
の
本
質
（
仏
性
）
を
有
し
て
お
り
、
か
く
の
如
く
来
れ
る
人
（
如
来
）

は
常
に
そ
こ
に
住
ん
で
い
て
、
変
易
す
る
こ
と
が
な
い（
一い
っ
さ
い切
衆し
ゅ
う
じ
ょ
う
生
、
悉し
つ

有う

仏ぶ
つ

性し
ょ
う、
如に
ょ
ら
い来
常じ
ょ
う
じ
ゅ
う
住
、
無む

う有
変へ
ん
え
き易
、「
涅
槃
経
獅
子
吼
品
）」

　

こ
の
言
葉
は
我
ら
の
大
師
釈
尊
が
、
ラ
イ
オ
ン
の
吼
え
声
の
よ
う
に
宣
言
さ
れ
た
説
法
で
あ
る
と
共
に
、
一
切
の
諸
仏
、
一
切
の

祖
師
た
ち
の
頂て
っ
ぺ
ん頭
で
あ
り
眼
目
（
頂ち
ん
に
ん

眼が
ん

晴せ
い

）
で
あ
る
。
釈
迦
の
教
え
に
参
学
し
て
き
た
歴
史
は
す
で
に
二
千
百
九
十
年
（
日
本
の

仁
治
二
年
辛
丑(

一
二
四
〇
年)

で
そ
う
な
る
）
で
あ
り
、
正
当
の
あ
と
つ
ぎ
（
正
し
ょ
う
ち
ゃ
く
嫡
）
は
わ
ず
か
に
五
十
代
（
自
分
の
師
匠
天
童
如

浄
和
尚
に
至
る
ま
で
）
で
あ
る
。
イ
ン
ド
で
二
十
八
代
、
代
々
護
持
し
て
来
た
り
、
中
国
で
二
十
三
世
に
わ
た
っ
て
住
持
し
て
来
て

い
る
。
十
方
の
悟
り
を
聞
い
た
人
達
（
仏
祖
）
が
と
も
に
住
持
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

釈
迦
（
世
尊
）
が
言
わ
れ
た
「
一い
っ
さ
い切
衆し
ゅ
う
じ
ょ
う
生
、
悉し
つ

有う

仏ぶ
つ
し
ょ
う
性
」
と
い
う
こ
と
ば
の
根
本
の
趣
旨
は
何
で
あ
ろ
う
か
。「
な
に
も
の
が
そ

の
よ
う
に
や
っ
て
来
た
の
か
（
是し
し
も
ぶ
つ
い
ん
も
ら
い

什
麼
物
恁
麼
来
）」
と
言
っ
た
（
六
祖
慧
能
の
南
嶽
慧
譲
へ
の
）
問
そ
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
説
法
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で
あ
る
（
道
転
法
輪
）。

　

衆
生
と
い
い
、
有う
じ
ょ
う情
と
い
い
、
群ぐ
ん
じ
ょ
う生と
い
い
、
群
類
と
い
う
。
そ
こ
で
言
わ
れ
た
、
こ
と
ご
と
く
存
在
す
る
、
即
ち
こ
と
ご
と
く

所
有
す
る
（
悉し
つ

有う

）
と
い
う
言
葉
は
、
衆
生
の
こ
と
で
あ
り
群
有
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
悉し
つ

有う

（
こ
と
ご
と
く
存
在
す
る
も
の
）

は
仏
性
（
仏
の
本
質
と
同
じ
こ
と
）
な
の
で
あ
る
。　　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
（
注
、
道
元
は
「
悉
こ
と
ご
とく
仏
性
を
有ゆ
う

す
」
を
「
悉し
つ

有う

は
仏
性
な
り
」
と
読
む
）

　

こ
と
ご
と
く
在あ

る
も
の
（
悉
有
）
の
一
つ
の
あ
り
方
（
一
悉
）
を
衆
生
と
い
う
。
悟
り
を
開
く
ま
さ
に
そ
の
時
に
当
れ
ば

（
正し
ゃ
う
た
う
い
ん
も

当
恁
麼
時じ

）、
衆
生
の
内
も
外
も
仏
の
本
質
が
悉
く
所
有
す
る
（
衆
生
の
内
外
す
な
わ
ち
仏
性
の
悉
有
な
り
）
の
で
あ
る
。
達
磨

の
四
人
の
弟
子
が
そ
れ
ぞ
れ
の
師
の
皮
、
肉
、
骨
、
髄
を
得
た
と
い
う
故
事
（
単
伝
す
る
皮
肉
骨
髄
）
の
み
で
は
な
く
汝
と
よ
ば
れ

る
誰
も
が
達
磨
の
吾
と
同
じ
皮
肉
骨
髄
を
自
己
と
し
て
い
る
（
汝に
ょ

得と
く

吾ご

皮ひ
に
く肉
骨こ
つ
ず
い髄
）
の
で
あ
る
か
ら
。

　

以
下
の
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
、
い
ま
仏
性
に
悉
く
所
有
さ
れ
て
い
る
存
在
（
悉
有
せ
ら
れ
る
有
）
は
、
相
対
的
な
無
に
対
比

さ
れ
る
有
（
有う

む無
の
有う

）
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
存
在
、
即
ち
こ
と
ご
と
く
所
有
す
る
こ
と
（
悉し
つ

有う

）
は
仏
陀
の
語
で
あ
り
、
仏
陀

の
舌
で
あ
る
。
仏
祖
の
明
ら
か
な
目
（
眼
晴
）
で
あ
り
、
禅
僧
の
真
面
目
（
衲な
っ

僧そ
う

鼻び
く
う孔
）
で
あ
る
。

（
注
、
悉し
つ

有う

と
い
う
言
葉
は
、
こ
と
ご
と
く
、
す
べ
て
の
（
悉
）
存
在
（
有
）
で
あ
る
限
り
、
以
下
の
よ
う
な
、
そ
れ
ぞ
れ
の

言
語
で
区
別
さ
れ
た
有
で
は
あ
り
え
な
い
。）

　

そ
れ
（
委
有
）
は
、
始
覚
の
有
即
ち
、
今
生
で
修
業
し
て
得
る
悟
り
の
有
（
始し

有う

）
で
は
な
い
し
、
本
覚
の
有
即
ち
、
衆
生
に
本

来
そ
な
わ
っ
て
い
る
清
浄
な
悟
り
の
知
慧
の
有
（
本ほ
ん
ぬ有
）
で
は
な
い
し
、
妙
覚
の
有
、
即
ち
、
す
ば
ら
し
い
悟
り
の
有
（
妙め
う

有う

）
等

で
も
な
い
。
い
わ
ん
や
縁
覚
の
有
即
ち
、
声
聞
乗
の
有（
縁え
ん

有う

）や
錯
覚
や
幻
覚
の
有（
妄ま
う

有う

）で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
そ
れ（
悉
有
）

は
主
観
と
客
観
（
心し
ん

・
境き
ょ
う）、
本
質
と
現
象
（
性し
ゃ
う・
相そ
う

）
等
に
か
か
わ
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
す
な
わ
ち
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

存
在
（
衆
生
悉
有
）
の
環
境
と
主
体
（
依え

正し
ょ
う）
は
、
す
べ
て
全
く
（
し
か
し
な
が
ら
）
行
為
の
結
果
あ
ら
わ
れ
る
力
（
業ご
う
ぞ
う
じ
ょ
う
り
き

増
上
力
）
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で
も
な
く
、
誤
っ
た
原
因
や
条
件
の
寄
せ
集
め
（
妄ま
う

縁え
ん
ぎ起
）
で
も
、
法
そ
の
ま
ま
（
法ほ
ふ

爾に

）
で
も
、
神
に
通
ず
る
修
業
や
証
明

（
神じ
ん
つ
う通
修し
ゅ
う
し
ょ
う
正
）
で
も
な
い
。
も
し
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
存
在
（
衆
生
の
悉し
つ

有う

）
が
行
為
の
結
果
あ
ら
わ
れ
る
力
（
業ご
う
ぞ
う
じ
ょ
う
り
き

増
上
力
）
お
よ
び

因
縁
か
ら
起
っ
て
自
然
の
ま
ま
に
あ
る
存
在
（
縁え
ん
ぎ
ほ
う

起
法
爾に

）
で
あ
る
な
ら
ば
、
諸
々
の
聖
人
た
ち
（
諸し
ょ
し
ょ
う聖
）
の
真
理
の
証
明
（
証
し
ょ
う

道ど
う

）
お
よ
び
諸
仏
の
悟
り
（
菩ぼ
だ
い提
）、
仏
祖
の
悟
り
の
明
ら
か
な
眼
（
眼が
ん

晴せ
い

）
も
業
増
上
力
お
よ
び
縁
起
法
爾
で
あ
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
し
か
あ
ら
ざ
る
な
り
）。

（
注
、
い
ま
述
べ
た
、
色
々
の
言
葉
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
各
々
の
も
の
を
超
え
る
全
体
が
悉
有
で
あ
り
仏
性
な
の
で
あ
る
。）

全
世
界
（
尽
界
）
に
は
す
べ
て
外
か
ら
来
る
煩
悩
の
塵
（
客か
く

塵じ
ん

）
が
な
い
し
、
真
理
が
現
わ
れ
る
ま
さ
に
そ
の
も
と
に
は
全
自
己
の

ほ
か
さ
ら
に
自
他
の
対
立
な
ど
な
い
（
直ち
ょ
く
か下
さ
ら
に
第
二
人
あ
ら
ず
）
の
で
あ
る
。

（
注
、
す
な
わ
ち
全
自
己
と
は
一
切
衆
生
で
あ
り
、
悉
有
で
あ
り
、
仏
性
な
の
で
あ
る
。）

直じ
き

に
根
源
を
截き

る
人
未
だ
識
ら
ず
（
直
ち
ょ
く
せ
つ截
根こ
ん
げ
ん
に
ん

源
人
未み
し
き識
）、
忙
々
た
る
業
の
連
鎖
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
意
識
作
用
（
業ご
っ

識し
き

）
が
、

い
つ
の
時
か
休や

む
の
で
あ
ろ
う
か
（
忙ぼ
う
ぼ
う
ご
っ

々
業
識し
き

幾き
じ
き
ゅ
う

時
休
）
と
い
わ
れ
て
い
る
ゆ
え
に
。

（
注
、
悟
り
に
至
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ
る
。）

（
注
、
悉
有
＝
仏
性
の
事
実
を
以
下
の
よ
う
な
諸
概
念
で
切
り
と
り
限
定
し
て
も
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
に
つ
け
た
理
由
に

よ
っ
て
悉
有
＝
仏
性
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
と
し
か
言
え
な
い
の
で
あ
る
。）

そ
れ
（
悉
有
）
は
誤
っ
た
原
因
や
条
件
の
寄
せ
集
め
（
妄
縁
起
）
の
存
在
（
有
）
で
は
な
い
。
全
世
界
は
あ
り
あ
り
と
現
わ
れ
て
い

て
い
ま
だ
か
っ
て
か
す
さ
ず
（
偏へ
ん

界か
い
ふ
す
ん
ぞ
う

不
會
蔵
）
で
あ
る
ゆ
え
に
。
偏
界
不
會
蔵
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
、
す
べ
て
の
世
界
を
所
有
し

て
い
る
（
満
界
是
有
）
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
全
世
界
は
自
己
の
所
有
物
で
あ
る
（
偏
界
我
有
）
と
い
う
見
解
は
（
我
の
主
観
を

絶
対
化
、
実
体
化
す
る
）
外
道
の
誤
っ
た
見
解
で
あ
る
。

　

そ
れ
（
悉
有
）
は
衆
生
に
本
来
そ
な
わ
っ
て
い
る
清
浄
な
悟
り
の
知
慧
の
有
（
本ほ
ん
ぬ有
）
の
有
で
は
な
い
。
そ
れ
が
古
い
に
し
えに
わ
た
り
今
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に
わ
た
る
（
亘
く
わ
ん

古こ
く
わ
ん亘
今こ
ん

）
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
。
そ
れ
は
ま
た
、
一
つ
一
つ
の
存
在
（
条
々
の
有
）
で
は
な
い
、
全
部
合
わ
せ
た

も
の
（
合が
っ

取し
ゅ

）
で
あ
る
ゆ
え
に
。
そ
れ
は
始
め
の
な
い
存
在
（
無
始
有
）
の
有
で
は
な
い
、
な
に
も
の
が
そ
の
よ
う
に
し
て
や
っ
て

来
た
の
か
（
是し
し
も
ぶ
つ
い
ん
も
ら
い

什
麼
物
恁
麼
来
）
の
有
で
あ
る
ゆ
え
に
。
そ
れ
は
始
め
て
起
こ
る
存
在
（
始
起
有
）
の
有
で
は
な
い
、
吾
の
平
常
心

が
道
で
あ
る
（
吾
平
常
心
道
）
で
あ
る
ゆ
え
に
。
ま
さ
に
知
る
べ
き
で
あ
る
、
悉
有
と
衆
生
は
同
じ
も
の
な
の
で
う
ま
く
出
会
う
関

係
に
な
い
（
悉
有
中
に
衆
し
ゅ
う
じ
ょ
う
く
わ
い
び
ん
な
ん
の
ふ

生
快
便
難
逢
な
り
）
と
。
悉
有
を
こ
の
よ
う
に
会
得
す
れ
ば
悉
有
即
ち
全
心
身
の
解
脱
（
透と
う
た
い体
脱と
つ
ら
く落
）

な
の
で
あ
る
。

（
注
、
道
元
は
、
悉
有
＝
仏
性
を
、
最
終
的
に
は
透
体
脱
落
と
言
い
、
人
間
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
全
心
身
の
解
脱
＝
全
心
身

が
す
べ
て
の
拘
束
か
ら
自
由
と
な
る
こ
と
、
と
言
い
か
え
る
。）

　

仏
性
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
、
学
者
の
多
く
は
先せ
ん
に尼
外げ
ど
う道
が
説
く
我
（
常
住
不
変
の
実
体
化
さ
れ
た
我
）
の
よ
う
な
も
の
だ
と
、

ま
ち
が
っ
た
理
解
（
邪じ
ゃ
け計
）
を
し
た
。
そ
れ
は
（
真
に
悟
っ
た
）
人
に
あ
ら
ず
、（
真
実
の
）
自
己
に
あ
ら
ず
、（
本
当
の
）
師
に
相

見
し
て
い
な
い
ゆ
え
で
あ
る
。
無
駄
で
意
味
も
な
く
（
い
た
ず
ら
に
）
生
命
活
動
の
結
果
生
じ
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
常
識
的
な
心

意
識
（
風ふ
う
く
わ化
の
動ど
う
じ
ゃ著
す
る
心
意
識
）
を
仏
性
の
知
覚
と
そ
の
意
識
（
覚
地
覚
了
）
と
思
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
仏
性
に
覚
地
覚
了

が
あ
る
な
ど
と
だ
れ
が
言
っ
た
の
か
。
真
に
知
覚
す
る
者
と
、
そ
れ
を
意
識
す
る
者
（
覚
者
知
者
）
は
た
と
え
祖
仏
で
あ
っ
て
も
、

仏
性
は
衆
生
心
の
覚
地
覚
了
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
注
、
衆
生
心
の
覚
地
覚
了
と
は
、
人
間
が
社
会
的
常
識
や
日
常
的
言
語
区
分
で
分
節
し
て
い
る
場
合
の
知
覚
や
了
解
の
こ
と
、

主
観
と
客
観
を
二
元
分
割
し
て
取
り
扱
う
近
代
科
学
に
よ
る
了
解
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。）

　

い
わ
ん
や
、　

諸
仏
を
覚
者
、
知
者
と
い
う
場
合
の
覚
知
（
知
覚
と
そ
の
意
識
）
は
汝
た
ち
が
言
っ
て
い
る
誤
っ
た
見
解
と
同
じ

で
は
な
い
し
、
生
命
活
動
の
結
果
生
じ
て
い
る
意
識
の
動
き
と
静
ま
り
（
風
化
の
動ど
う
じ
ゃ
う静
）
を
仏
祖
の
覚
知
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。

た
だ
修
業
す
る
中
で
一
つ
二
つ
と
現
出
す
る
仏
祖
と
し
て
の
面
目
（
一
両
の
仏
面
祖
面
）
こ
そ
が
、
仏
祖
の
覚
地
な
の
で
あ
る
。
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た
く
さ
ん
の
仏
教
の
古
老
や
先
徳
が
、
イ
ン
ド
に
行
っ
て
教
典
を
求
め
て
中
国
へ
帰
っ
て
き
た
り
（
往わ
う
げ
ん還
）、
あ
る
い
は
、
人
や

天
衆
（
人に
ん
で
ん天
）
を
教
え
導
い
た
こ
と
（
化け

道ど
う

）
は
漢
や
唐
の
時
代
か
ら
宋
朝
に
至
る
ま
で
数
多
く
あ
っ
た
（
稲た
う
ま
ち
く
い

麻
竹
葦
の
ご
と
く
な

る
）
が
、
そ
の
多
く
が
、
生
命
活
動
の
結
果
生
じ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
心
意
識
（
風
化
の
動ど
う
じ
ゃ著
）
を
仏
性
の
知
覚
と
思
っ
て
い
る
こ

と
は
、
あ
わ
れ
む
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
修
業
が
お
ろ
そ
か
で
あ
る
（
学が
く
ど
う
て
ん
そ

道
転
疎
）
ゆ
え
に
そ
の
よ
う
な
誤
り
が
起
る
の
で
あ
る
。
い

ま
（
私
の
教
え
を
聞
い
て
い
る
）
晩
学
者
や
初
心
者
の
君
た
ち
は
そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
（
仏
の
）
覚
知
を
学
ぶ
と

し
て
も
、
そ
の
覚
知
は
、
動
く
は
た
ら
き
（
動ど
う
じ
ゃ者
）
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
動
く
は
た
ら
き
を
学
ぶ
と
し
て
も
そ
の
真
の
動

く
は
た
ら
き
は
、
生
命
活
動
の
結
果
生
じ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
心
意
識
を
仏
性
と
す
る
よ
う
な
こ
と
（
恁
麼
）
と
同
じ
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

（
注
、
動
植
物
は
悉
有
で
あ
り
仏
性
で
あ
る
が
、
人
間
だ
け
が
、
動
植
物
と
異
な
る
分
節
言
語
を
も
っ
て
、
生
命
活
動
を
行
う

心
意
識
を
も
つ
存
在
で
あ
り
、
そ
の
エ
ゴ
を
実
体
化
す
る
覚
地
覚
了
に
よ
っ
て
仏
性
か
ら
外
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
動

物
よ
り
は
な
は
だ
し
い
の
で
あ
る
。）

　

も
し
本
物
の
（
真
箇
）
動
く
は
た
ら
き
を
会
得
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
本
物
の
覚
知
覚
了
を
会
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
動
く
は
た
ら
き
は
、
仏
と
仏
性
（
仏ぶ
っ
し之
与よ
し
ょ
う生
）
と
が
、
彼か
れ

に
達
し
、
此こ
れ

に
達
す
る
（
達た
っ

彼ぴ

達た
っ

此し

）
の
で
あ
る
。
仏
の
本
質
（
仏

性
）
は
、
こ
と
ご
と
く
あ
る
存
在
が
こ
と
ご
と
く
所
有
し
て
い
る
（
悉
有
）
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
と
ご
と
く
あ
る
す
べ
て
の
存
在

（
悉
有
）
は
仏
性
で
あ
る
が
ゆ
え
に
（
仏
性
か
な
ら
ず
悉
有
な
り
、
悉
有
は
仏
性
な
る
が
ゆ
え
に
）。

　

こ
と
ご
と
く
あ
る
す
べ
て
の
存
在
（
悉
有
）
は
（
宏
智
禅
師
が
言
っ
た
）
こ
な
ご
な
に
な
っ
た
多
く
の
も
の
（
百は
く
ざ
っ
す
い

雑
砕
）
で
は
な

い
し
、（
石
門
が
万
里
一
条
鉄
と
言
っ
た
）
一ひ
と
す
じ条
の
鉄
で
も
な
い
。（
趙
州
が
拳こ
ぶ
しを
か
か
げ
て
有
る
か
有
る
か
と
庵
主
に
問
う
た
よ
う

に
）
拈ね
ん
け
ん
と
う

挙
頭
で
も
あ
る
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
大
き
い
と
か
小
さ
い
と
か
い
う
相
対
的
な
区
分
を
超
越
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
仏

性
と
言
っ
た
か
ら
に
は
、
凡
人
と
区
別
さ
れ
た
限
り
で
の
（
仏
の
境
位
に
至
ら
ぬ
）
諸
々
の
聖
人
（
諸
聖
）
と
肩
を
な
ら
べ
る
（
斉せ
い
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肩け
ん

）
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
仏
性
は
全
体
で
あ
る
か
ら
先
に
述
べ
た
個
々
の
も
の
（
百
雑
砕
、
一
条
鉄
）
と
は
肩
を
な
ら
べ
る
関
係

に
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

あ
る
人
々
（
一
類
）
は
、
仏
性
は
草
木
の
種し
ゅ
う
じ子
（
仏
と
な
る
可
能
性
）
の
よ
う
な
も
の
と
思
っ
て
い
る
。
雨
が
降
っ
て
し
き
り
に

う
る
お
す
と
、
芽
や
茎
が
成
長
し
、
枝
葉
や
花
や
実
（
果
）
が
茂
り
出
す
。
果
実
は
そ
の
中
に
種
子
を
は
ら
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う

に
理
解
す
る
の
は
凡
夫
の
思
い
は
か
り
（
情
量
）
で
あ
る
。
た
と
え
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
し
て
も
、
種
お
よ
び
花
や
実
は
、

と
も
に
そ
の
一
つ
一
つ
が
絶
対
の
真
実
（
条
々
の
赤
心
）
で
あ
る
と
参
究
す
べ
き
で
あ
る
。
実
の
う
ち
に
種
が
あ
り
、
種
そ
の
も
の

の
中
に
は
根
や
茎
が
見
え
な
い
け
れ
ど
い
ず
れ
そ
れ
は
根
や
茎
を
自
ず
と
生
じ
る
。
よ
そ
か
ら
枝
や
幹
を
集
め
て
こ
な
く
て
も
、
そ

こ
そ
こ
の
大
枝
や
小
枝
（
枝
条
）
や
太
い
幹
（
大
囲
）
と
な
る
こ
と
は
内
に
あ
る
可
能
性
が
外
へ
発
現
す
る
と
い
う
（
内
外
の
論
で
）

説
明
す
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
過
去
か
ら
現
在
の
そ
れ
ぞ
れ
（
種
、
茎
、
枝
葉
、
花
、
実
）
に
お
い
て
、
そ
の
時
々
の
（
空
で
は
な

い
）
真
実
の
あ
り
方
を
示
す
（
古
今
の
時
に
不
空
な
り
）
の
で
あ
る
。

（
注
、
種
、
茎
、
枝
葉
、
花
、
実
と
い
う
植
物
の
生
成
プ
ロ
セ
ス
の
一
つ
一
つ
が
こ
の
世
界
に
そ
の
時
々
に
現
象
す
る
あ
り
方

で
あ
り
、
因
縁
に
よ
っ
て
生
じ
た
現
わ
れ
で
あ
る
と
共
に
（
同
時
に
）
仏
性
（
性
空
）
で
も
あ
る
（
色
即
是
空
）
の
で
あ
る
。）

そ
う
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
因
果
的
理
解
に
つ
い
て
は
凡
夫
の
理
解
に
一
任
す
る
と
い
え
ど
も
、（
仏
性

論
か
ら
す
れ
ば
）
根
茎
枝
葉
は
み
な
同
時
の
生
で
あ
り
同
時
の
死
で
あ
り
（
同
生
し
同
死
し
）
同
じ
悉
く
存
在
し
所
有
す
る
（
同
悉

有
な
る
）
仏
性
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

仏
陀
が
言
わ
れ
る
「
仏
性
の
義
を
知
ら
ん
と
欲お
も

は
ば
、
ま
さ
に
時
節
因
縁
を
観
ず
べ
し
。
時
節
若
し
至
れ
ば
、
仏
性
現
前
す

（
欲よ
く
ち
ぶ
っ
し
ょ
う
ぎ

知
仏
性
義
、
当た
う
く
わ
ん
じ
せ
つ
い
ん
ね
ん

観
時
節
因
縁
、
時じ
せ
つ
に
ゃ
く
し

節
若
至
、
仏ぶ
っ
し
ゃ
う
げ
ん
ぜ
ん

性
現
前
）」
と
。

　

こ
こ
で
「
仏
性
義
を
し
ら
ん
と
お
も
は
ゞ
」
と
仏
が
言
わ
れ
る
の
は
、
た
だ
知
る
と
い
う
働
き
の
み
に
お
い
て
で
は
な
い
。（
仏



（7）

矢谷：道元『正法眼蔵』第三仏性　現代語訳及び注

─ 186 ─

性
義
を
）
行
お
う
と
お
も
え
ば
、
説
こ
う
と
お
も
え
ば
、
証
（
明
）
し
よ
う
と
お
も
え
ば
、
忘
れ
よ
う
と
お
も
え
ば
、
と
い
う
よ
う

に（
生
き
る
働
き
の
す
べ
て
に
）言
え
る
の
で
あ
る
。（
仏
性
義
を
）説
く
こ
と
、
説
か
な
い
こ
と
、
証
明
す
る
こ
と
、
忘
れ
る
こ
と
、

誤
る
こ
と
、
誤
ら
な
い
こ
と
の
い
ず
れ
も
生
き
て
い
る
事
実
で
あ
り
（
仏
性
の
働
き
で
あ
る
か
ら
）
す
べ
て
全
く
、
そ
の
時
そ
の
よ

う
に
あ
る
の
が
（
絶
対
の
真
実
で
あ
り
）
時
節
因
縁
な
の
で
あ
る
。

　

時
節
の
因
縁
を
見
て
取
る
（
観
ず
る
）
に
は
（
時
節
の
因
縁
の
ほ
か
に
仏
性
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
）
ま
さ
に
そ
の
時
節
の
因
縁

を
も
っ
て
観
ず
る
の
で
あ
る
。（
祖
師
が
対
機
説
法
に
用
い
た
）
払
子
や
拄
杖
等
を
も
っ
て
、
時
節
因
縁
の
そ
の
か
た
ち
を
見
て
取

る
（
相さ
う
く
わ
ん観）
す
る
の
で
あ
る
。
煩
悩
を
滅
し
て
い
な
い
智
（
有う

ろ

ち
漏
智
）、
煩
悩
の
全
く
な
い
智
（
無む

ろ

ち
漏
智
）、
衆
生
に
本
来
そ
な
わ
っ

て
い
る
清
浄
な
智
（
本
覚
）、
修
業
に
よ
っ
て
本
覚
を
明
ら
か
に
す
る
智
（
始
覚
）、
正
し
い
悟
り
を
も
た
な
い
智
（
無
覚
）、
正
し

い
悟
り
の
智
（
正
覚
）
な
ど
の
智
を
用
い
て
は
（
そ
れ
が
智
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
真
実
を
生
き
切
る
と
い
う
）
時
節
因
縁
を

観
て
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

（
注
、
そ
の
時
々
の
現
象
を
言
葉
で
区
別
し
実
体
化
す
る
視
点
か
ら
は
時
節
因
縁
即
仏
性
と
い
う
見
て
取
り
方
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
言
語
や
概
念
の
実
体
化
か
ら
完
全
に
自
由
に
な
っ
た
無
差
別
、
無
分
別
、
無
自
己
の
立
場
に
立
っ
て
始
め
て
時
節

因
縁
を
観
て
取
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。）

　

仏
性
を
ピ
タ
リ
と
見
て
取
る
（
当
観
）
と
い
う
の
は
、
観
ず
る
者
（
能
観
）
と
観
ぜ
ら
れ
る
者
（
所
観
）
の
対
立
が
な
く
、
相
対

的
な
、
正
し
く
観
る
（
正
観
）
と
邪
よ
こ
し
まに
見
る
（
邪
観
）
等
の
差
別
に
準
ず
る
よ
う
な
観
方
で
は
な
い
。
当
観
で
あ
る
ゆ
え
に
自
観
で

も
な
く
（
不
自
観
）、
他
観
で
も
な
い
（
不
他
観
）。
時
節
因
縁
そ
れ
だ
け
（
に
い

）
で
あ
り
、
そ
れ
は
時
節
因
縁
を
超
越
し
て
い
る
。

仏
性
そ
れ
だ
け
（
に
い

）
で
あ
り
、
全
存
在
（
脱と
っ
た
い体
）
が
仏
性
で
あ
る
。（
仏
性
と
い
う
場
合
）、
仏
々
そ
れ
だ
け
（
仏
に々
い

）
性
々
そ

れ
だ
け
（
性し
ょ
う
し
ょ
う
に
い

々

）
で
あ
る
。

　
「
時
節
が
も
し
至
る
な
ら
ば
（
時じ
せ
つ
に
ゃ
く
し

節
若
至
）」
と
い
う
仏
の
こ
と
ば
（
道だ
う

）
を
、
古
今
の
人
々
は
往
々
に
し
て
次
の
よ
う
に
思
っ
て
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し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
仏
性
が
現
前
す
る
時
節
は
将
来
（
向き
ょ
う
こ
う後
）
の
い
つ
の
日
か
あ
る
だ
ろ
う
時
を
待
つ
の
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
よ
う
に
し
て
将
来
い
つ
の
日
に
か
を
期
待
し
て
修
業
し
て
い
く
う
ち
に
、
自
然
に
仏
性
が
現
前
す
る
時
節
に
あ
う
の
だ
。
そ
の

時
節
が
至
ら
な
い
う
ち
は
、
師
に
参
じ
法
を
問
う
て
み
て
も
、
道
を
弁
じ
よ
う
と
し
て
功
夫
し
て
（
辨
道
功
夫
）
み
て
も
仏
性
は
現

前
し
な
い
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
取
っ
て
、
い
た
ず
ら
に
世
俗
の
生
活
（
紅こ
う

塵じ
ん

）
に
帰
り
、
空
し
く
天
の
川
（
雲う
ん
か
ん漢
）
を

見
つ
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
々
は
、
お
そ
ら
く
天
然
自
然
の
ま
ま
を
肯
定
し
て
修
業
を
否
定
す
る
学
流
（
天
然
外
道
）
の
流
類

で
あ
る
。
仏
が
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
仏
性
の
意
味
を
知
ら
ん
と
欲
す
る
（
欲
知
仏
性
義
）」
と
は
、
具
体
的
に
言
え
ば
、「
知
ろ
う

と
す
る
今
の
知
そ
の
も
の
が
ま
さ
に
仏
性
の
意
味
で
あ
る
（
当
知
仏
性
義
）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
ま
さ
に
今
こ
こ
で
時
節
因
縁

を
見
て
と
る
（
当
知
時
節
因
縁
）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
仏
性
を
知
ろ
う
と
思
う
の
な
ら
ば
、
今
こ
こ
で
生
き
て
い
る

と
い
う
時
節
の
因
縁
が
あ
る
こ
と
こ
そ
が
、
時
節
因
縁
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。「
時
節
が
若
し
至
る
な
ら
ば
（
時
節
若
至
）」
と
い

う
の
は
、「
す
で
に
時
節
が
来
て
い
る
の
だ
、
何
の
疑
う（
疑
者
す
）べ
き
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
疑
う
時
節（
疑

著
時
節
）
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
何
程
の
こ
と
か
（
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
）
そ
の
我
に
仏
性
を
還
し
来
れ
（
還
我
仏
性
来
）
と

い
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。「
時
節
若
至
」は
、
二
十
四
時
間
の
間
空
し
く
過
さ
な
い（
十
二
時
中
不
空
過
）と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
も
し
至
れ
ば
（
若
至
）」
は
、「
す
で
に
至
っ
て
い
る
（
既
至
）」
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
時
節
が
若
し
至
る
な
ら
ば
仏
性
が
来

た
と
言
う
に
は
及
ば
な
い
（
仏
性
不
至
）。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
す
な
わ
ち
、
時
節
が
す
で
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

こ
そ
仏
性
の
現
前
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
の
筋
道
は
自
づ
か
ら
あ
ら
わ
れ
て
い
る
（
其ご
り
じ
し
ょ
う

理
自
彰
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
よ

そ
時
節
が
若
し
か
し
て
至
ら
な
い
よ
う
な
時
節
は
い
ま
だ
あ
り
得
な
い
の
で
あ
り
、
仏
性
が
現
前
し
な
い
よ
う
な
仏
性
は
な
い
の
で

あ
る
。

（
注
、
若
し
至
ら
ば
と
よ
む
と
、
時
間
的
に
先
後
の
関
係
に
あ
る
と
常
識
的
に
思
い
込
ん
で
し
ま
う
。
し
か
し
仏
性
＝
衆
生
の

観
点
に
立
て
ば
若
に
ゃ
く

至し

は
既き

し至
で
あ
り
、
発ほ
つ
ぼ
だ
い
し
ん
ぜ
ど
う

培
提
心
是
道
、
即
ち
同
時
な
の
で
あ
る
。）
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第
十
二
祖
馬め
み
や
う鳴
尊
者
が
十
三
祖
の
た
め
に
海
の
如
く
広
大
で
あ
る
仏
性
（
仏
ぶ
っ
し
ょ
う性
海か
い

）
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
、「
山
河
大
地
は
皆
こ

の
仏
性
海
に
よ
っ
て
建こ
ん
り
ゅ
う立さ
れ
た
の
で
あ
り
、
禅
定
（
三
昧
）
と
そ
の
結
果
得
ら
れ
る
六
種
の
神
通
力
（
六
通
）
も
こ
れ
に
よ
っ
て

発
現
す
る
の
で
あ
る
と
。（
山さ
ん
が
だ
い
ち
か
い
え

河
大
地
皆
依
建こ
ん
り
ゅ
う
立
、
三さ
ん
ま
い昧
六ろ
く
づ
う通
由ゆ
う

茲じ

発ほ
つ
げ
ん現
。）

　

そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
山
河
大
地
は
、
み
な
仏
性
海
な
の
で
あ
る
。
す
で
に
「
山
河
大
地
は
皆
こ
の
仏
性
海
に
よ
っ
て
建

立
さ
れ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
仏
性
海
の
か
た
ち
は
ま
さ
に
山
河
大
地
の
如
く
あ
る
の
で
あ
る
。
全
く
そ
れ
（
仏
性

海
と
山
河
大
地
）
は
、
そ
の
内
、
外
、
中
間
と
い
う
よ
う
な
相
対
的
な
あ
り
方
に
関
わ
る
は
ず
の
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い

う
こ
と
（
恁い
ん
も麼
）
で
あ
る
な
ら
ば
、
山
や
河
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
日
常
何
気
な
く
見
て
い
る
ロ
バ
の
ア
ゴ
や
馬
の
口
（
驢ろ
さ
い腮
馬め

觜し

）
を
見
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
み
な
よ
っ
て
（
皆か
い
え依
）
は
す
べ
て
よ
っ
て
（
全ぜ
ん
え依
）
で
あ
り
、
山
河
大
地
は
す
べ
て
仏
性
海
に
よ
っ

て
建
立
さ
れ
る
（
依え

全ぜ
ん

）
と
理
解
（
会う
い
し
ゅ得
）
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
る
が
、
人
間
の
理
会
に
余
る
問
題
で
あ
る
か
ら
理
会
し
な
い
で
い

る
（
不ふ
う
い
し
ゅ

会
得
す
る
）
の
で
あ
る
。

　

三
昧
六
通
は
茲こ
れ

に
由
っ
て
発
現
す
る
（
三さ
ん
ま
い昧
六ろ
く
づ
う通
由ゆ
う

茲じ

発ほ
つ
げ
ん現
）。
諸
々
の
禅
定
（
諸
三
昧
）
が
発
現
し
た
り
、
未
だ
発
現
し
な
か
っ

た
り
す
る
こ
と
（
発
現
未
現
）
は
同
じ
く
す
べ
て
仏
性
に
よ
っ
て
い
る
（
皆
依
仏
性
）
の
で
あ
る
。
六
神
通
の
こ
れ
に
由
る
、
由
ら

な
い
（
由ゆ
う

茲じ

不ふ
ゆ
う由
茲じ

）
も
と
も
に
、
す
べ
て
仏
性
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
六
神
通
は
阿
含
教
（
阿あ
ぎ
ゅ
う
ま

笈
摩
教け
う

）
で
い

う
（
通
常
の
人
が
で
き
な
い
超
能
力
と
し
て
の
）
六
神
通
で
は
な
い
。
六
と
い
の
は
、
前
に
三
つ
、
後
に
三
つ
と
あ
る
日
常
の
さ
ま

ざ
ま
な
生
活
の
い
と
な
み
（
前ぜ
ん
さ
ん
ざ
ん

三
々
、
後ご
さ
ん
ざ
ん

三
々
）
を
六
神
通
の
実
践
的
修
業
（
六
神
通
ハ
ラ
密
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
六
神
通
は
、
い
ろ
ん
な
草
々
が
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
仏
祖
の
こ
こ
ろ
（
意
）
は
明
ら
か
で
あ
る
（
明
々
百
草
頭
、
明
々
仏

祖
意
）
と
い
う
龐ほ
う

居
士
と
娘
霊れ
い

照し
ょ
うの
問
答
の
こ
と
ば
で
言
い
か
え
す
る
必
要
も
な
い
こ
と
（
参
究
す
る
こ
と
な
か
れ
）
で
あ
る
。
六

神
通
の
参
究
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
（
滞
累
せ
し
む
）、
す
べ
て
の
川
が
海
に
流
れ
こ
む
よ
う
に
そ
れ
ら
も
仏
性
海
の
只
中
で

ひ
っ
か
か
っ
て
い
る
事
実
な
の
で
あ
る
。（
仏
性
海
の
朝て
う
そ
う宗
に
罣け
い
げ礙
す
る
も
の
な
り
）
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（
注
、
海
の
よ
う
に
広
大
な
仏
性
（
仏
性
海
）
は
山
河
大
地
を
出
現
さ
せ
る
ゆ
え
に
、
仏
性
は
山
海
大
地
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、

人
間
が
仏
に
な
る
た
め
に
必
要
な
六
神
通
も
生
活
の
営
み
も
す
べ
て
に
同
じ
仏
性
の
現
象
形
態
な
の
で
あ
る
。）

　

五
祖
大
満
禅
師
は
蘄き

し
ゅ
う州
黄わ
う
ば
い梅
の
人
で
あ
る
。
父
無
く
し
て
生
ま
れ
た
。
童
児
に
し
て
道
を
得
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
裁さ
い
し
ょ
う
ど
う
じ
ゃ

松
道
者
と

よ
ば
れ
た
方
で
あ
る
。
彼
が
裁
松
道
者
で
あ
っ
た
と
き
に
、
蘄
州
の
西
山
に
在
っ
て
松
を
裁う

え
て
い
た
が
、
四
祖
（
大
医
道
信
）
が

寺
を
出
て
外
出
す
る
（
出
遊
）
の
に
出
合
っ
た
。
四
祖
は
道
者
に
告
げ
る
「
吾
は
汝
に
法
を
伝
授
（
伝
法
）
し
よ
う
と
思
う
の
だ
が

汝
は
既
に
年
が
行
き
過
ぎ
て
い
る
。
若
し
汝
が
生
ま
れ
か
わ
っ
て
く
る
な
ら
私
は
汝
を
ま
っ
て
い
よ
う
と
。

　

五
祖（
裁
松
道
者
）は
承
諾
し
た
。
遂
に
周
と
い
う
家
の
娘
の
所
に
行
っ
て
そ
の
腹
の
中
に
入
っ
て
生
ま
れ
か
わ
っ
た（
托た
く

生し
ゃ
うす
）。

娘
は
迷
惑
に
思
っ
て
そ
の
子
を
ク
リ
ー
ク
（
濁ぢ
ょ
く
こ
う港）
の
中
に
捨
て
た
。
ふ
し
ぎ
な
力
の
あ
る
も
の
が
護
っ
て
（
神じ
ん
も
つ物
護ご

じ持
）
赤
ん
坊

は
七
日
間
死
な
な
い
で
い
た
。
そ
れ
で
生
ん
だ
娘
が
そ
の
子
を
と
り
あ
げ
て
養
育
し
た
。
七
歳
に
な
る
ま
で
出
家
し
な
い
普
通
の
少

年
（
童
子
）
で
あ
っ
た
。
黄
梅
（
地
名
）
の
路
上
で
少
年
は
四
祖
大
医
禅
師
と
（
再
び
）
出
合
っ
た
。

　
（
四
）
祖
が
そ
の
童
子
（
師
）
を
見
た
時
、
少
年
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
体
格
や
相
貎
（
骨
相
）
が
尋
常
で
な
く
秀
れ

て
い
る
（
奇
秀
）
こ
と
に
お
い
て
普
通
の
童わ
ら
べと
異
っ
て
い
た
。

　

四
祖
は
問
う
て
曰
う
、「
汝
の
姓
は
何
と
い
う
の
か
（
汝
何
姓
）」

　

師
（
童
子
）
は
答
え
て
曰
う
、「
姓
は
即
ち
有
り
ま
す
、
し
か
し
是
は
常
の
姓
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
性
即
有
、
不
是
常
姓
）」

　

祖
が
曰
う
、「
是
は
、
何
と
い
う
姓
な
の
だ
（
是
何
姓
）」

　

師
が
答
え
て
曰
う
、「
是
は
仏
性
で
す
（
是
仏
姓
）」

　

祖
が
曰
う
、「
汝
に
仏
性
な
し
（
汝
に
お
い
て
は
無
が
仏
性
で
あ
る
）（
汝
無
仏
性
）」
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師
が
答
え
て
曰
う
、「
仏
性
は
形
の
な
い
も
の
（
空
）
で
あ
る
故
に
無
と
い
い
ま
す
（
仏
性
空
故
、
所
依
言
無
）」

　
 

祖
は
そ
の
童
子
が
法
を
伝
授
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
器
量
の
者
（
法
器
）
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
自
分
の
待
者
に
な
ら
せ
て
、
後

に
正
法
眼
蔵
を
付
属
し
た
。
師
は
黄
梅
東
山
に
住
持
し
て
大
い
に
仏
祖
の
家
風
（
玄
風
）
を
振
っ
た
。

　

そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
す
な
わ
ち
四
祖
の
言
っ
た
こ
と
（
道
取
）
を
参
究
し
て
み
る
と
、「
四
祖
い
は
く
、
汝
の
姓
は
何
と
い

う
の
だ
（
汝に
ょ

何か

姓し
ょ
う）」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
大
切
な
意
味
（
宗そ
う
し旨
）
が
あ
る
。（
む
か
し
泗
州
大
聖
は
姓
を
問
わ
れ
る
と
「
姓
は
何な
に

（
何か

姓せ
い

）」、
国
を
問
わ
れ
る
と
「
何な
に

国こ
く
じ
ん人
（
何か

国こ
く
じ
ん人
）」
と
答
え
た
と
い
う
）
何か

国こ
く
じ
ん人
の
人じ
ん

が
あ
り
、
何か

姓し
ょ
うの
姓し
ょ
うが
あ
る
。
な
ん
じ
は

何
と
い
う
姓
か
（
汝
の
生
き
て
い
る
全
体
の
真
実
と
は
何
か
）
と
説
い
て
や
っ
て
い
る
（
為ゐ
せ
つ説
）
の
で
あ
る
。

（
注
、常
識
的
な
何
国
人
の
だ
れ
そ
れ（
姓
名
）と
い
う
、自
己
規
定
は
、仏
性
論
か
ら
す
れ
ば
、単
な
る
人
間
の
約
束
事
に
過
ぎ
ず
、

す
べ
て
の
人
（
悉
有
）
が
国
は
仏
国
、
姓
は
仏
性
と
言
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。）

　

そ
れ
は
た
と
え
ば
六
祖
彗
能
が
何
者
が
そ
の
よ
う
に
し
て
や
っ
て
き
た
の
か
＝
汝
の
究
極
的
な
真
実
と
は
何
か

（
是し
し
も
ぶ
つ
い
ん
も
ら
い

什
麼
物
恁
麼
来
）
と
問
う
た
の
に
対
し
て
、
南
獄
懐
譲
が
一
物
を
説
け
ば
即
ち
あ
た
ら
ず
（
説せ
つ
じ
い
ち
も
つ
そ
く
ふ
ち
ゅ
う

似
一
物
即
不
中
）
と
答
え
、
さ

ら
に
六
祖
の
、
か
え
っ
て
修
し
ゅ
う
し
ょ
う
証
を
仮
す
る
こ
と
あ
り
や
（
還
仮
修
証
否
）
と
い
う
問
に
、
修
証
は
無
い
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
が
染
汚

は
受
け
ま
せ
ん
（
修
証
即
不
無
、
染
汚
即
不
得
）
と
答
え
、
そ
れ
に
対
し
て
六
祖
が
、
た
だ
こ
の
汚
れ
に
染
ま
ぬ
こ
と
こ
そ
、
諸
仏

の
譲
り
念
じ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
（
祇
比
不
染
悪
、
是
諸
仏
之
護
念
）、
汝
も
そ
の
よ
う
で
あ
り
、
吾
も
そ
の
よ
う
で
あ
り
、
イ
ン

ド
の
祖
師
方
も
そ
の
よ
う
で
あ
る
（
汝
亦
如
是
、
吾
亦
如
是
、
及
至
西
天
諸
祖
亦
如
是
）
と
答
え
た
そ
の
、「
吾ご
や
く
に
ょ

亦
如
是ぜ

、
汝に
ょ
や
く
に
ょ

亦
如

是ぜ

」
と
言
っ
た
こ
と
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。

　

五
祖
（
童
子
）
が
曰
く
「
姓し
ょ
うは
有
り
ま
す
が
こ
れ
は
、
普
通
の
姓
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
姓し
ゃ
う
そ
く
う

即
有
、
不ふ
ぜ
じ
ゃ
う
し
ゃ
う

是
常
姓
）」
と
。

　

そ
う
言
っ
た
と
き
の
、
有う

（
生
き
て
い
る
こ
と
、
存
在
す
る
こ
と
）
そ
の
も
の
が
、
絶
対
の
姓
（
性
、
本
質
）
で
あ
る
時
の
姓
は
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世
間
普
通
の
姓
で
は
な
い
（
有う

即そ
く

姓し
ょ
うは
常
姓
に
あ
ら
ず
）。

（
注
、
こ
こ
で
道
元
は
、
姓
即
有
を
有
即
姓
と
よ
み
か
え
て
問
答
の
意
味
を
独
自
に
展
開
す
る
。）

世
間
で
言
う
普
通
の
姓
は
、
生
き
て
い
る
、
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
真
実
そ
の
も
の
で
は
な
い
（
常
姓
は
即
有
に
不
是
な
り
）。

（
注
、
道
元
は
姓
即
有
、
不
是
常
姓
を
常
姓
不
是
即
有
と
よ
み
か
え
て
こ
の
よ
う
に
言
う
。
こ
の
よ
う
な
中
国
語
の
文
法
か
ら

は
不
可
能
な
自
由
な
読
み
か
え
を
道
元
は
し
ば
し
ば
や
っ
て
の
け
つ
つ
、
意
味
を
展
開
し
て
い
る
。）

「
四
祖
が
い
う
、
是
れ
は
何
と
い
う
姓
な
の
だ
（
是ぜ

何か

姓し
ょ
う）
と
い
う
こ
と
ば
は
、
疑
問
詞
で
な
け
れ
ば
言
い
あ
ら
わ
せ
な
い
の
が
人

間
存
在
の
真
実
（
是
）
で
あ
る
（
何
は
是
な
り
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、（
四
祖
は
）
生
き
て
い
る
真
実
（
是
）
を
絶
対
の
真
実
（
何
）

と
し
て
い
る
（
是ぜ

を
何か

し
き
た
れ
り
）
の
で
あ
る
。

こ
れ（
仏
性
）は
生
き
て
い
る
事
実
で
あ
り
、
絶
対
の
真
実
で
あ
る（
こ
れ
姓
な
り
）。
絶
対
の
真
実（
何
）を
成
り
立
た
せ
る
の
は（
こ

こ
い
ま
で
）
生
き
て
い
る
真
実
（
是
）
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
何
な
ら
し
む
る
は
是
の
ゆ
え
な
り
）。（
こ
こ
い
ま
で
）
生
き
て
い
る

真
実
（
是
）
を
成
り
立
た
せ
る
の
は
絶
対
の
真
実
の
は
た
ら
き
（
何
の
能
）
で
あ
る
（
是
な
ら
し
む
る
は
何
の
能
な
り
）。
仏
性
は

生
き
て
い
る
事
実
（
是
）
で
あ
り
絶
対
の
真
実
（
何
）
な
の
で
あ
る
（
姓
は
是ぜ

や也
、
何か

や也
な
り
）。
こ
の
こ
と
を
、
よ
も
ぎ
湯
（
蒿か
う

湯た
う

）
を
点
て
た
り
、
お
茶
を
点
て
た
り
（
茶
湯
に
も
点
ず
）、
の
日
常
普
通
の
生
活
の
こ
と
（
家
常
の
茶
飯
）
と
し
て
生
き
て
い
く

の
で
あ
る
。

　

五
祖
は
、（
私
の
姓
は
）
こ
れ
仏
性
で
す
（
是ぜ
ぶ
っ
し
ゃ
う

仏
姓
）
と
い
う
。

　

五
祖
が
そ
う
い
っ
た
意
味
（
い
は
く
の
宗
旨
）
は
生
き
て
い
る
事
実
（
是
）
は
仏
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何か

（
絶
対
の

真
実
）
で
あ
る
か
ら
仏
で
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
生
き
て
い
る
事
実
（
是
）
は
絶
対
の
真
実
で
あ
る
と
い
う
性
質
（
何
姓
）
の
み
に

よ
っ
て
究
め
つ
く
せ
な
い（
究き
う
し
ゅ取
し
き
た
ら
ん
や
）。
生
き
て
い
る
事
実
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い（
不
是
）の
と
き
も
仏
姓
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
生
き
て
い
る
事
実
（
是
も
不
是
も
共
に
）
絶
対
の
真
実
（
何
）
な
の
で
あ
り
、
仏
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、（
そ
の
仏
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性
を
）
脱
落
し
切
っ
て
ゆ
き
、
透
脱
し
き
っ
て
い
く
（
仏
性
と
い
う
観
念
か
ら
も
自
由
に
な
っ
て
い
く
、
脱
却
し
て
い
く
）
と
か
な

ら
ず
具
体
的
個
別
的
な
（
こ
の
世
の
名
前
と
し
て
の
）
姓
と
な
る
。
そ
の
具
体
的
な
姓
は
（
五
祖
の
場
合
で
は
托
生
し
た
娘
の
姓
で

あ
る
）
周
氏
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
絶
対
的
本
質
と
し
て
の
仏
性
は
、（
肉
体
的
な
）
父
か
ら
受
け
る
も
の
で
も
な
い
し
祖
先

か
ら
う
け
る
も
の
で
も
な
い
し
、
母
方
の
氏
族
と
同
じ
も
の
で
も
な
い
、
第
三
者
（
傍
観
）
の
立
場
と
い
う
も
の
が
全
く
な
い
（
斉

肩
な
ら
ん
や
）
絶
対
的
本
質
な
の
で
あ
る
。

四
祖
が
い
う
「
汝
に
仏
性
無
し
＝
汝
の
体
達
す
る
無
が
仏
性
で
あ
る
（
汝
無
仏
性
）」
と
。

　

こ
こ
で
い
う
、
汝
は
特
定
の
個
人
で
は
な
い
（
た
れ
に
あ
ら
ず
）
汝
と
い
う
二
人
称
を
た
ま
た
ま
と
っ
て
い
る
が
（
汝
に
一
任
す

れ
ど
も
）
無
の
体
験
が
仏
性
で
あ
る
（
無
仏
性
）
と
開
き
の
べ
て
い
る
（
開
演
）
の
で
あ
る
。
以
下
の
こ
と
を
し
る
べ
き
で
あ
り
学

ぶ
べ
き
で
あ
る
。
い
ま
は
ど
の
よ
う
な
時
節
で
あ
る
か
ら
無
が
仏
性
（
無
仏
性
）
で
あ
る
と
い
う
の
か
。
仏
の
個
人
的
悟
り
の
体
験

（
仏
頭
）
に
お
い
て
無
が
仏
性
で
あ
る
と
い
う
の
か
、
仏
の
道
を
さ
ら
に
衆
生
救
済
の
た
め
に
向
上
さ
せ
る
（
仏
向
上
）
に
お
い
て

無
が
仏
性
で
あ
る
の
か
。
仏
性
は
七
通
八
達
し
て
い
る
の
に
ふ
さ
い
だ
り（
逼ひ
っ
そ
く塞
）、
手
さ
ぐ
り
し
た
り（
模ぼ
さ
く索
）し
て
は
な
ら
な
い
。

無
の
体
験
が
仏
性
で
あ
る
こ
と
は
、
ひ
と
時
座
禅
す
る
こ
と
（
一
時
の
三
昧
）
で
あ
る
と
修
し
習
う
こ
と
も
あ
る
。
仏
性
と
は
、
仏

性
を
成
就
し
た
時
（
成じ
ゃ
う
ぶ
つ仏）
無
の
体
験
が
仏
性
で
あ
る
の
か
、
仏
性
が
発
心
す
る
時
、
無
が
仏
性
で
あ
る
か
と
問
う
て
み
る
（
問
取
）

べ
き
で
あ
り
、
言
っ
て
み
る
（
道
取
）
べ
き
で
あ
る
。
石
頭
の
故
事
の
よ
う
に
、
壁
に
つ
か
ず
独
立
し
て
い
る
柱
（
露ろ
し
ゅ柱
）
を
し
て

そ
れ
を
問
う
て
み
る
（
問
取
）
べ
き
で
あ
り
、
仏
性
を
し
て
も
問
わ
せ
て
み
る
（
問
取
）
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
す
な
わ
ち
、
無
が
仏
性
で
あ
る
（
無
仏
性
）
と
い
う
こ
と
ば
（
道だ
う

）
は
、
は
る
か
に
四
祖
の
室
内
よ
り
教

え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
き
こ
ゆ
る
も
の
な
り
）。
そ
の
教
え
は
五
祖
黄
梅
が
見
聞
し
た
も
の
で
あ
り
、
趙
州
（
の
「
狗
子
仏

性
の
無
」）
に
伝
わ
り
潙
山
霊
佑
（
大
潙
）（
の
「
一
切
衆
生
無
仏
性
」）
が
挙
揚
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
無
が
仏
性
で
あ
る
と
い

う
こ
と
ば
（
道
）
に
対
し
て
必
ず
精
進
す
べ
き
で
あ
る
し
、
進
ま
な
い
で
と
ど
こ
お
る
（

し

趄そ

）
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
無
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が
仏
性
で
あ
る
と
い
う
教
え
は
と
ま
ど
わ
せ
る（
た
ど
り
ぬ
べ
し
）に
違
い
が
な
い
か
、
い
か
な
る
姓
か（
何
姓
）と
い
う
時
の
何か
（
絶

対
の
真
実
）
と
い
う
標へ
う
じ
ゅ
ん準が
あ
り
、
師
（
四
祖
）
か
ら
（
汝
に
お
い
て
は
無
の
体
験
が
仏
性
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
）
汝に
ょ

と
し
て
の
具

体
的
な
自
己
で
あ
る
時
節
が
あ
り
、（
是
仏
姓
と
さ
し
示
す
五
祖
の
）
是ぜ

と
い
う
機
に
応
じ
た
働
き
（
投
機
）
が
あ
り
、（
周
家
の
娘

の
腹
よ
り
生
ま
れ
た
と
い
う
）
周
と
い
う
仏
姓
と
の
同
生
が
あ
り
、
仏
性
に
直
通
す
る
（
直
趣
）
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

五
祖
は
い
う
「
仏
性
は
空
で
あ
る
ゆ
え
に
、
も
っ
て
無
と
い
い
ま
す
（
仏
ぶ
っ
し
ょ
う性
空く
う

故こ

、
所し
ょ

以い

言げ
ん

無む

）」
と
。

　

五
祖
は
あ
き
ら
か
に
言
い
止
め
（
道
取
）
て
い
る
。
空
は
無
で
な
い
と
。
仏
性
が
形
あ
る
実
体
で
は
な
い
（
空
）
と
い
う
こ
と
を

言
い
止
め
る
に
あ
た
っ
て
、
同
じ
重
量
の
異
な
る
単
位
名
で
あ
る
半
斤
と
も
い
わ
ず
八
両
と
も
言
わ
ず（
概
念
の
レ
ベ
ル
の
異
な
る
）

無
と
言
い
止
め
る
の
で
あ
る
。
仏
性
は
空
で
あ
る
ゆ
え
に
空
で
あ
る
。
無
で
あ
る
ゆ
え
に
無
で
あ
る
（
と
い
う
よ
う
な
同ト
ー
ト
ロ
ジ
ー

語
反
復
に

陥
る
こ
と
な
く
）
仏
性
は
形
あ
る
固
定
し
た
実
体
で
は
な
い
（
空
）
ゆ
え
に
（
無
差
別
、
無
分
別
、
無
欲
、
無
我
の
あ
り
方
、
有
無

の
相
対
的
区
別
を
超
え
た
絶
対
的
創
造
的
な
）
無
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
一
つ
一
つ
の
無
（
無
の
片
々
）
は

（
仏
性
）
空
を
言
い
止
め
る
し
る
し
の
立
て
札
（
標へ
う
ぼ
う榜
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
空
は
、（
仏
性
）
無
を
言
い
止
め
る
力
量
で
あ
る
。
仏

性
空
故
所
以
言
無
と
い
う
場
合
の
（
い
わ
ゆ
る
の
）
空
は
、
般
若
心
経
に
い
う
色
即
是
空
の
空
で
は
な
い
。
色
即
是
空
（
形
あ
る
も

の
は
即
ち
こ
れ
形
の
な
い
も
の
で
あ
る
）
と
い
う
場
合
は
、
形
の
あ
る
も
の
（
色
）
を
無
理
や
り
強
い
て
形
の
な
い
も
の
（
空
）
と

す
る
も
の
で
は
な
い
、
形
の
な
い
も
の
（
空
）
を
分
割
し
て
（
わ
か
ち
て
）
形
あ
る
も
の
（
色
）
を
作
り
出
す
（
作
家
）
の
で
は
な

い
。（
色
と
空
は
即
是
と
い
う
関
係
な
の
で
あ
る
。）。（
即そ
く

是ぜ

と
い
う
関
係
に
お
け
る
空
は
）
空う
う

是ぜ
く
う空
の
空
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
空

是
空
と
い
う
場
合
の
空
は
、
ダ
ル
マ
が
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
や
っ
て
来
た
こ
と
の
本
質
＝
仏
法
の
本
質
と
は
何
で
す
か
（
如
何
是
西

来
意
）
と
質
問
し
た
僧
に
対
し
て
石
霜
が
、
空
の
中
の
一
片
の
石
だ
（
空く
う
り
い
っ
ぺ
ん
せ
き

裏
一
片
石
）
と
答
え
た
、
そ
の
で
き
ご
と
の
中
で
の
空
で

あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
す
な
わ
ち
、
仏
性
は
無
で
あ
る
（
仏
性
無
）
と
仏
性
は
空
で
あ
る
（
仏
性
空
）
と
悉
有
は
仏
性
で
あ
る
（
悉

有
仏
性
）
と
に
つ
い
て
、
四
祖
と
五
祖
が
問
い
止
め
言
い
止
め
（
問
取
道
取
）
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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中
国
（
震し
ん

旦だ
ん

）
第
六
祖
曹そ
う
け
い
ざ
ん
だ
い
か
ん

谿
山
大
鑑
禅
師
（
慧
能
）
が
、
昔
（
そ
の
か
み
）

　

黄
梅
山
に
で
か
け
た
（
参
ぜ
し
）
は
じ
め
に
、
五
祖
（
大
医
）
が
問
う
。「
お
前
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
だ
」

　

六
祖
が
い
う
「
嶺れ
い

南な
ん
じ
ん人
で
す
」

　

五
祖
が
い
う
「
こ
こ
へ
や
っ
て
来
て
何
ご
と
を
求
め
る
の
だ
」

　

六
祖
が
い
う
「
仏
と
な
る
こ
と
（
作さ
ぶ
つ仏
）
を
求
め
ま
す
」

　

 

五
祖
が
い
う
「
嶺
南
人
は
仏
性
が
な
い
＝
無
が
仏
性
で
あ
る　

ど
う
し
て
仏
と
な
れ
よ
う
か
（
嶺
南
人
無
仏
性
、
い
か
に
し
て
作

仏
せ
ん
）
と
。

　

こ
の
「
嶺
南
人
無
仏
性
」
と
五
祖
が
い
っ
た
こ
と
は
、
嶺
南
人
に
は
仏
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
し
、
嶺
南
人
に
は
仏
性

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、「
嶺
南
人
は
無
で
あ
り
仏
性
で
あ
る
（
嶺
南
人
無
仏
性
）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
ど
う
し
て
仏

と
な
れ
よ
う
か
」
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
に
仏
と
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
（
期
す
る
）
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

お
よ
そ
仏
の
本
質
（
仏
性
）
の
道
理
を
明
ら
か
に
し
た
先
達
は
少
い
。
長
阿
言
、
中
阿
言
、
増
一
阿
言
等
の
原
始
教
典
の
教
え

（
諸し
ょ
あ
ぎ
ゅ
う
ま
き
ょ
う

阿
笈
摩
教
）
や
経
典
や
論
部
の
書
物
を
学
問
的
に
研
究
す
る
僧
（
経き
ょ
う
ろ
ん
じ

論
師
）
の
知
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
仏
祖
の
直
系
の
子

孫
の
み
が
単
伝
す
る
も
の
で
あ
る
。
仏
性
の
道
理
は
人
間
が
仏
（
目
覚
め
た
る
者
）
と
成
る
こ
と
（
成
仏
）
よ
り
先
に
成
就
（
具
足
）

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
仏
と
成
っ
て
の
ち
に
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
仏
の
本
質
（
仏
性
）
は
か
な
ら
ず
仏
に
な
ろ
う
と
す
る
修
行

（
成
仏
）
あ
る
と
こ
ろ
に
同
時
に
あ
る
（
同
参
）
の
で
あ
る
。
こ
の
（
成
仏
と
仏
性
の
）
道
理
を
よ
く
よ
く
参
究
功
夫
す
べ
き
で
あ

る
。
二
十
年
、
三
十
年
も
功
夫
参
学
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
未
だ
仏
に
至
っ
て
い
な
い
五
十
位
の
修
業
の
段
階
（
十
聖
三
賢
）

で
解
明
（
あ
き
ら
む
る
）
で
き
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
衆し
ゅ
じ
ゅ
う
う
ぶ
っ
し
ゃ
う

生
有
仏
性
は
即
ち
衆し
ゅ
じ
ゃ
う
む
ぶ
っ
し
ゃ
う

生
無
仏
性
で
あ
る
と
言
い
切
る
（
道
取
）、
こ
の
道

理
で
あ
る
。
そ
れ
は
（
凡
夫
で
あ
る
）、
人
間
が
修
業
し
て
仏
と
な
っ
て
か
ら
後
（
成
仏
以
来
）
に
成
就
（
具
足
）
す
る
あ
り
方
（
法
）
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と
い
う
的
を
正
し
く
射
と
め
て
い
る
（
正
的
）
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
学
ば
な
い
こ
と
に
は
、
仏
法
で
あ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。こ
の
よ
う
に
学
ば
な
い
な
ら
ば
、仏
法
が
あ
え
て
今
日
ま
で
伝
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。も
し
こ
の
道
理
を
解
明（
あ
き
ら
め
）

し
な
い
な
ら
ば
修
業
し
て
仏
と
成
る
こ
と
（
成
仏
）
を
解
明
で
き
な
い
し
、
見
た
り
聞
い
た
り
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に

五
祖
（
黄
梅
）
は
、
六
祖
慧
能
に
向
っ
て
言
う
（
向か
う
た
だ
う

他
道
）
の
に
、「
嶺
南
人
無
仏
性
」
と
の
べ
教
え
て
や
っ
た
（
為ゐ
だ
う道
）
の
で
あ

る
。
正
師
に
つ
い
て
法
を
聞
く
こ
と
（
見
仏
聞
法
）
の
最
初
に
得
が
た
く
聞
き
が
た
い
（
難な
ん
て
な
ん
も
ん

得
難
聞
）
こ
と
は
「
衆
生
に
は
仏
性
が

な
い
＝
衆
生
は
無
が
仏
性
で
あ
る
（
衆
生
無
仏
性
）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
正
師
に
つ
い
て
学
び
あ
る
い
は
経
典
に
つ

い
て
学
ぶ
（
惑
わ
く
じ
ゅ
う
ち
し
き
わ
く
じ
ゅ
う
き
ょ
う
か
ん

従
知
識
惑
従
経
巻
）
と
き
に
、
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
は
、
衆
生
は
無
が
仏
性
で
あ
る
（
衆
生
無
仏
性
）
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
一
切
衆
生
無
仏
性
を
は
っ
き
り
見
聞
覚
知
す
る
修
業
に
十
分
ゆ
き
届
い
て
い
な
い
（
参
飽
せ
ざ
る
）
者
は
、
仏
性
を
い
ま
だ
見

聞
覚
知
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
六
祖
が
専
ら
仏
と
な
る
こ
と
（
作
仏
）
を
求
め
た
の
に
対
し
て
、
五
祖
は
よ
く
六
祖
に
仏
と
な
る

こ
と
を
得
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
に
は
他
の
言
い
方
（
道
取
）
を
せ
ず
、
そ
の
他
の
巧
み
な
手
だ
て
（
善ぜ
ん
げ
う巧
）
を
せ
ず
、
た
ゞ

「
嶺
南
人
無
仏
性
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
無
が
仏
性
で
あ
る
（
無
仏
性
）
と
い
っ
た
こ
と
、
聞
い
た
こ
と
（
道
取
聞
取
）、
こ
れ
こ
そ

が
仏
と
な
る
こ
と
（
作
仏
）
へ
の
ま
っ
す
ぐ
な
道
（
直じ
き
だ
う道
）
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
無
そ
の
も
の
、
仏
そ
の
も
の
で
あ
る

ま
さ
に
そ
の
時
（
無
仏
性
の
正し
ゃ
う
た
う
い
ん
も
じ

当
恁
麼
時
）
こ
そ
、
仏
と
な
る
（
作
仏
）
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
無
仏
性
を
い
ま
だ
見
聞
せ
ず
言

い
止
め
（
道
取
）
も
し
な
い
こ
と
は
、
い
ま
だ
仏
と
な
っ
て
い
な
い
（
作
仏
せ
ず
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

六
祖
は
い
う
「
人
に
南
北
の
差
は
あ
っ
て
も
、
仏
性
に
は
南
北
が
あ
り
ま
せ
ん
（
人じ
ん

有う

南な
ん
ぼ
く北
な
り
と
も
、
仏
ぶ
っ
し
ゃ
う性
無む
な
ん
ぼ
く

南
北
な
り
）」。

こ
の
六
祖
の
言
っ
た
こ
と
（
道
取
）
を
と
り
あ
げ
て
（
挙
し
て
）、
そ
の
こ
と
ば
の
意
味
（
句
裏
）
を
検
討
（
功
夫
）
す
べ
き
で
あ
る
。

南
北
と
い
う
こ
と
ば
（
言ご
ん

）
を
、
ま
さ
に
、
ま
っ
裸
の
心
（
赤
心
）
に
照
し
顧
り
み
る
（
照せ
う
こ顧
す
）
べ
き
で
あ
る
。
六
祖
が
言
っ
た

（
道だ
う
て得
の
）
こ
と
ば
（
句
）
に
は
本
質
的
な
意
味
（
宗
旨
）
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
（
衆
生
と
し
て
の
）
人
は
修
業
に
よ
っ
て
悟
り
を

開
い
て
仏
と
な
る
（
作
仏
す
る
）
と
し
て
も
、
仏
と
し
て
の
本
質
そ
の
も
の
（
仏
性
）
は
、
わ
ざ
わ
ざ
仏
と
な
る
必
要
が
な
い
（
作
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仏
す
べ
か
ら
ず
）
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
構
造
（
一
隅
の
構こ
う
て得
）
が
あ
る
。
六
祖
は
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
。（
そ

ん
な
こ
と
は
と
っ
く
に
六
祖
は
知
っ
て
い
た
の
だ
）。

　

四
祖
五
祖
の
問
答
の
中
で
言
い
止
め
ら
れ
た（
道
取
）、
無
こ
そ
が
仏
性
で
あ
る（
無
仏
性
）と
い
う
言
い
方（
道だ
う
て得
）、（
あ
る
い
は
、

表
面
上
は
、
四
祖
の
汝
に
仏
性
無な

し
、
五
祖
の
嶺
南
人
に
仏
性
無な

し
と
い
う
言
い
方
）
は
、（
そ
れ
を
聞
い
た
五
祖
と
六
祖
が
、
四

祖
と
五
祖
の
表
面
上
仏
性
無
し
と
さ
ま
た
げ
る
言
い
方
に
よ
っ
て
、
よ
り
真
実
を
は
っ
き
り
提
示
す
る
や
り
方
（

け
い
げ礙

の
力
量
あ
る

一
隅
）で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
う
け
て
、
迦
葉
仏
も
釈
迦
牟
尼
仏
な
ど
の
諸
仏
も
、
弟
子
を
悟
ら
せ（
作
仏
）法
を
伝
え
る（
転
法
）

こ
と
に
お
い
て
、（
一
切
衆
生
）「
悉
有
仏
性
」（
一
切
衆
生
は
仏
性
を
有
す
る
。
一
切
の
存
在
す
る
も
の
（
悉
有
）
は
仏
性
で
あ
る
）

と
言
明
す
る
（
道
取
）
力
量
が
あ
る
の
で
あ
る
。
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
の
存
在
（
悉
有
の
有
）
は
ど
う
し
て
、
無
き
こ
と
無
し

と
い
わ
れ
る
無
（
無む

む無
の
無む　

す
な
わ
ち
無
が
仏
性
で
あ
る
の
無
）
の
あ
と
を
嗣
ぐ
（
嗣
法
）
こ
と
が
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ

ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
無
仏
性（
無
が
仏
性
で
あ
る
）の
語
は
、
は
る
か
に
四
祖
五
祖
の
室
内
よ
り
伝
え
ら
れ
て
い
る（
き
こ
ゆ
る
）

も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き（
五
祖
が
六
祖
に
、
嶺
南
人
無
仏
性
と
言
わ
れ
た
と
き
）六
祖
が
仏
法
の
本
質
を
心
得
て
い
る
人（
そ

の
人
）な
ら
ば
、
こ
の
無
仏
性
の
語
を
功
夫
す
べ
き
で
あ
る
。「
相
対
的
な
有
と
対
比
さ
れ
た
無
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
問
い
ま
せ
ん
。

無
が
仏
性
で
あ
る
と
い
う
仏
性
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
す
か
（
有
無
の
無
は
し
ば
ら
く
お
く
、
い
か
な
ら
ん
か
こ
れ
仏
性
）」
と
問

う
べ
き
（
問
取
）
で
あ
る
。
い
ま
の
人
も
、
仏
性
と
聞
く
と
「
仏
性
と
は
い
か
な
る
も
の
か
」
と
問
い
返
さ
ず
、
仏
性
の
有
無
の
意

味
（
義
）
の
み
を
問
題
に
し
て
し
ま
う
の
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
軽
率
（
倉
卒
）
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
仏
法
で
い

う
い
ろ
い
ろ
な
無
（
諸
無
）
は
、
有
無
の
無
で
は
な
く
無
が
仏
性
で
あ
る
（
無
仏
性
）
の
無
に
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
六
祖
が
い
う
「
人

に
南
北
あ
れ
ど
仏
性
に
南
北
な
し
（
人
有
南
北
、
仏
性
無
南
北
）
の
こ
と
ば
を
ひ
さ
し
く
再
三
、
網
で
魚
を
す
く
い
取
る
よ
う
に
す

く
い
と
る
（
撈ろ
う
ろ
く樚
）
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
網
（
撈ろ
う
ぼ
す

波
子
）
に
す
く
い
と
る
力
量
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
六
祖
の
言
う
「
人

有
南
北
、
仏
性
無
南
北
」
の
こ
と
ば
を
し
ず
か
に
と
ら
え
た
り
放
し
た
り
し
て
（
拈ね
ん
ほ
う放
）
自
在
に
検
討
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。
お
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ろ
か
な
や
か
ら
は
、
こ
の
こ
と
ば
を
人
間
は
形
質
を
も
っ
て
い
て
（
延
長
を
も
つ
）、
そ
れ
が
変
壊
し
た
り
さ
ま
た
げ
（
礙
）
た
り

す
る
が
、
仏
性
は
（
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
）
空
間
の
中
に
実
体
性
が
な
く
融
通
無
礙
（
虚こ
ゆ
う融
）
で
あ
っ
て
南
北
を
論
ず
る
に

お
よ
ば
な
い
の
だ
と
、
六
祖
が
言
っ
た
の
だ
ろ
う
と
、
概
念
上
の
こ
と
と
し
て
推
し
は
か
る（
推す
い
た
く度
）の
は
、
見
さ
か
い
の
な
い（
無

分
）
の
愚
か
で
く
ら
い
（
愚ぐ
ま
う蒙
）
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
誤
っ
た
解
釈
（
邪じ
ゃ
げ解
）
を
な
げ
す
て
て
（
抛ほ
う
き
ゃ却
）
し
て
、
直
ち
に
自
ら
の
体

験
と
し
て
、
勤
め
学
ぶ
（
直じ
き
し
ゅ
ご
ん
が
く

須
勤
学
）
す
べ
き
で
あ
る
。

　

六
祖
、
門
人
行ぎ

ょ
う
し
ょ
う
昌
に
示
し
て
云
く
、「
常
の
な
い
も
の
、
変
化
し
て
実
体
と
し
て
存
在
し
な
い
現
象
（
無
常
）
が
仏
性
で
あ
り
、

一
つ
の
実
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
（
有
常
）
は
即
ち
善
悪
や
一
切
の
諸
存
在
を
実
体
の
あ
る
も
の
と
考
え
る
分
別
心
が
作
り
出
す

も
の
で
あ
る
（
無
常
は
即
ち
仏
性
な
り
有
常
は
即
ち
善
悪
一
切
諸
法
分
別
心
な
り
）。」
六
祖
の
い
う
と
こ
ろ
の
無
常
は
、
仏
教
以
外

の
思
想
家
（
外
道
）
や
声
聞
乗
と
縁
覚
乗
（
二
乗
）
の
立
場
で
お
し
は
か
る
（
測し
き
た
く度
）
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
二
乗
や
外

道
の
開
始
者
（
鼻
祖
）
や
完
成
者
（
鼻
末
）
が
無
常
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
た
と
し
て
も
、
彼
ら
は
そ
の
本
来
の
意
味
を
窮
め
尽
す

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
六
祖
の
説
く
無
常
が
、
み
ず
か
ら
無
常
を
説
き
（
説せ
つ
じ
ゃ著
）、
行
じ
（
行ぎ
ょ
う
じ
ゃ著）、

証
明
す
る
（
証し
ょ
う
じ
ゃ著）
と
い
う
こ
と
は
み
な
無
常
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
今
自
身
を
現
ず
る
を
以
て
彼
岸
に
至
る
（
得
度
）
者
は
、
即

ち
自
ら
自
身
を
現
じ
て
而
も
為
に
法
を
説
く
（
今こ
ん
い
げ
ん
じ
し
ん
と
く
ど
し
ゃ

以
現
自
身
得
度
者
、
即そ
く
げ
ん
じ
し
ん
に
い
せ
っ
ぽ
う

現
自
身
而
為
説
法
）
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
性
で
あ
る
。

（
注
、
法
華
経
普
門
品「
応
以
仏
身
得
度
者
、
観
世
音
菩
薩
、
即
現
仏
身
而
為
説
法
」か
ら
、
仏
身
を
自
身
と
言
い
か
え
た
も
の（
水

野
弥
穂
子
注
よ
り
）。）

（
無
常
で
あ
る
仏
性
が
）、
あ
る
時
は
長
身
で
、
あ
る
時
は
短
身
で
現
わ
れ
る
と
し
て
も
（
或わ
く
げ
ん
ち
ょ
う
ほ
っ
し
ん

現
長
法
身
、
或わ
く
げ
ん
た
ん
ほ
っ
し
ん

現
短
法
身
）
い
ず
れ

も
法
身
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。（
こ
の
仏
性
章
の
冒
頭
の
如
来
常
住
と
い
う
場
合
の
）
常
聖
は
こ
れ
無
常
で
あ
り
、（
一
切

衆
生
悉
有
仏
性
と
い
う
場
合
の
）
常
凡
（
衆
生
）
は
こ
れ
無
常
で
あ
る
。
そ
れ
が
も
し
（
無
常
凡
聖
で
な
く
）（
有
）
常
凡
聖
な
の
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で
あ
れ
ば
、
仏
性
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
に
実
体
と
し
て
の
変
化
し
な
い
聖
人
や
衆
生
が
あ
る
（
常
凡
聖
）
と
考
え

る
こ
と
は
度
量
の
少
い
愚
か
な
見
解
で
あ
り
、
推
し
は
か
り
（
測し
き
た
く度
）
の
片
よ
っ
た
見
方
（
管く
わ
ん
け
ん見）
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
い

う
見
方
で
は
仏
は
小
量
の
身
と
な
る
（
仏ぶ
っ
し
ゃ
し
ょ
う
り
ょ
う
し
ん
や

者
小
量
身
也
）
し
、
仏
性
は
小
量
の
は
た
ら
き
と
な
る
（
性し
ょ
う
し
ゃ
し
ょ
う
り
ょ
う
さ
や

者
小
量
作
也
）。
こ
の
ゆ
え

に
六
祖
は
「
無
常
は
仏
性
な
り
（
無
常
者
仏
性
也
）」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

　

有
常
と
は
転
変
す
る
以
前
の
こ
と
（
常じ
ょ
う
と
は
み
て
ん

者
未
転
な
り
）
を
い
う
。
未
転
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
判
断
す
る
分
別
心
（
能
断
と
変

ず
）
と
な
っ
た
り
、
判
断
さ
れ
る
一
切
の
存
在
（
所
断
と
化
す
）
と
な
っ
た
り
し
て
も
、
か
な
ら
ず
し
も
過
去
や
未
来
の
具
体
的
な

形
（
去こ
ら
い来
の
蹤
し
ょ
う

跡せ
き

）
に
関
わ
ら
な
い
今
現
在
の
形
で
し
か
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
も
の
が
常
に
そ
こ
に
あ
る
と
思
っ
て
し
ま
う
（
ゆ

え
に
常
な
り
）。

　

そ
う
で
あ
る
か
ら
草
木
叢
林
が
常
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
（
無
常
な
る
）
は
す
な
わ
ち
仏
性
で
あ
る
。
人
や
物
や
体
や
心

（
人に
ん
も
つ
し
ん
じ
ん

物
身
心
）が
常
に
変
化
し
て
い
る
こ
と（
無
常
な
る
）は
、こ
れ
仏
性
で
あ
る
。国こ
く
ど土
山さ
ん
が河
が
常
に
変
化
し
て
い
る
こ
と（
無
常
な
る
）

は
、
こ
れ
仏
性
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
う
な
の
で
あ
る
。
無
上
等
正
覚
即
ち
悟
り
の
真
実
（
阿あ
の
く
た
ら
さ
ん
み
ゃ
く
さ
ん
ぼ
だ
い

耨
多
羅
三
貌
三
菩
提
）
は
仏
性
で

あ
る
ゆ
え
に
無
常
で
あ
る
、
仏
の
寂
静
の
さ
と
り
（
大だ
い
は
つ
ね
は
ん

般
涅
槃
）
は
無
常
で
あ
る
ゆ
え
に
仏
性
で
あ
る
。
も
ろ
も
ろ
の
二
乗
の
せ
ま

い
見
方
や
経
論
師
の
三
蔵
（
経
律
論
）
等
の
見
解
は
、
こ
の
六
祖
の
言
っ
た
こ
と
に
驚
き
疑
い
怖
れ
お
じ
け
る
（
驚き
ょ
う
ぎ
ふ
ゐ

疑
怖
畏
）
す
る

は
ず
で
あ
る
。
も
し
そ
う
し
な
い
の
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
よ
り
も
っ
と
悪
い
邪
魔
外
道
の
類
で
あ
る
。

（
注
、
こ
こ
ま
で
は
仏
性
章
前
半
の
現
代
語
訳
で
あ
る
。
後
半
は
次
号
に
発
表
す
る
。）


