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士
論
文
要
旨
)水

谷

幸

正

幽

本
研
究
の
目
的
お
よ
び
問
題
の
所
在
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

浄
土
教
思
想
は
諸
大
乗
経
典
に
わ
た

っ
て
広
く
説
か
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
シ
ナ
に
お
け
る
浄
土
教
で
は
、
O
中
観
思
想
を
背
景
と

し
た
浄
土
教
、
⇔
瑜
伽
唯
識
思
想
を
背
景
と
し
た
浄
土
教
、
⇔
い
わ
ゆ
る
道
綽

・
善
導
流
の
浄
土
教
、
と
い

っ
た
大
別
す
れ
ば
三
系
統

の
浄
土
教
を
形
成
し
て
い
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

一
口
に
浄
土
教
と
い

っ
て
も
、
そ
の
背
景
に
は
大
乗
仏
教
の
重
要
な

思
想
体
系
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
中
観
、
瑜
伽
唯
識
と
い
う
体
系
と
肩
を
並
べ
る
如
来
蔵

思
想
を
基
盤
と
し
た
浄
土
教
の
存
在
は
予
想
さ
れ
る
と
は
い
え
、
そ
の
研
究
は
い
ま
だ
成
果
が
あ
が

っ
て
い
な

い

の
が
実
状

で
あ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
単
純

に
類
型
化
し
て
扱
う
思
想
研
究
の
方
法
に
は
限
界
が
あ
り
、
そ
れ
を
も

っ
て
複
雑
な
思
想
の
流
れ

を
明
か
す

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
如
来
蔵
思
想
の
展
開
が
、
般
若
の
空
思
想
に
立
脚
し
な
が
ら
、
無
と
有
、
超
越
と
内
在
、

を
止
揚
総
合
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
し
、
瑜
伽
唯
識
思
想
も
般
若
空
思
想
の
上
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
三
者

は
相
互
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
浄
土
教
と
如
来
蔵
思
想
と
を
別
立
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

思
想

の
究
明
と
両
者
の
思
想
的
か
か
わ
り
を
考
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
ま
か
な

一
つ
の
方
向
が
究
明
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
こ
と
が
期

浄
土
教
と
如
来
蔵
思
想

(博
士
論
文
要
旨
)

一
五

一
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待

さ
れ
る
。

二

如
来
蔵
思
想
の
研
究
は
、
学
術
誌
に
発
表
さ
れ
た
面
よ
り
判
断
す
れ
ば
、
六
十
五
年
前
に
花
田
凌
雲
博
士
が
六
条
学
報
に
発
表
し
た

「
如
来
蔵
経
の
如
来
蔵
の
劈
顕
」
か
ら
始
ま
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
本
格
的
な
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
だ
し
た
の
は
、
昭
和
時
代
に
な

っ

て
か
ら
で
あ
り
、
望
月
信
亨
、
月
輪
賢
隆
、
宇
井
伯
寿
、
広
瀬
文
豪
と
い
う
諸
博
士
に
よ

っ
て
、
仏
教
思
想
、
唯
識
思
想
、
大
乗
起
信

論

の
思
想
な
ど
と
の
関
連
に
お
い
て
研
究
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
と
く
に
、
月
輪
博
士
が
、
究
竟

一
乗
宝
性
論
を
と
り
あ
げ
た

こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。
と
も
あ
れ
、
如
来
蔵
思
想
研
究
が
、
仏
教
学
界
に
お
い
て
脚
光
を
あ
び
た
の
は
、
や
は
り
戦
後
で
あ

っ
て
、

と
く
に

即

国
゜
Jo
h
n
sto
n

に
ょ
る

R
a
tn
a
g
otrav
ib
h
a
g
a
M
ah
a
y
a
n
otta
rata
n
tras
a
stra

の
梵
本
出
版
が
、

一
層
の
拍
車
を
加

え
た
、
と
い
っ
て
よ
い
。
か
く
て
、
如
来
蔵
思
想
研
究
は
、
そ
の
す
わ
り
を
宝
性
論
に
お
く
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
り
、
言
い
か
え
れ

ば
、
宝
性
論
が
如
来
蔵
思
想
研
究
の
根
本
資
料
と
し
て
の
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な

っ
た
。
梵

・
蔵

・
漢
の
三
本
を
具
備
し
た
宝
性
論

は
、
そ
の
内
容
か
ら
み
て
、
如
来
蔵
論
と
い
っ
て
も
差
支
え
な
い
。
こ
の
論
を
中
心
に
、
こ
れ
と
類
似
す
る
仏
性
論
、
無
上
依
経
、
大

乗
法
界
無
差
別
論
な
ど
を
も

っ
て
、
如
来
蔵
思
想
を
組
織
的
に
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
ま
た
宝
性
論
に
お
け
る
引
用
か

ら
、
如
来
蔵
経
、
不
増
不
減
経
、
勝
鬘
経
の
三
経
が
基
本
的
な
経
典
と
し
て
研
究
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
般
若
経

、
華
厳
経
、
法
華
経
、

涅
槃
経
と
い
う
よ
う
な
大
乗
経
典
の
主
要
な
も
の
や
瑜
伽
唯
識
学
派
の
諸
論
書
と
の
関
係
や
、
大
乗
入
楞
伽
経
や
イ
ン
ド
後
期
大
乗
諸

経
論
の
思
想
、
な
ど
が
研
究
さ
れ
る
に
い
た

っ
て
い
る
。

戦
後
発
表
さ
れ
た
如
来
蔵
思
想
に
関
す
る
著
書
や
論
文
を
整
理
し
て
み
る
に
、
約
百
十
種
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
最
近
、

高
崎
直
道
博
士
に
よ

っ
て

『
如
来
蔵
思
想
の
形
成
』

(春
秋
社
)
な
る
大
著
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
よ



う
な
著
書
や
論
文
を
試
み
に
五
つ
の
傾
向
に
分
類
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
、
経
論
や
論
書
の
研
究
を
中
心
に
し
た
も
の
。

二
、
理
論
的

・
思
想
史
的
研
究
を
ね
ら
い
と
す
る
も
の
。

三
、
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
カ
ル
な
研
究
に
す
わ
り
を
お
い
た
も
の
。

四
、
如
来
蔵
思
想
と
と
く
に
関
連
す
る
も
の
。

五
、
シ
ナ
、
日
本
仏
教
に
関
す
る
も
の
。

こ
れ
ら
の
研
究
内
容
に
つ
い
て
詳
し
く
論
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
全
般
的
な
研
究
動
向
と
し
て
、
つ
ぎ

の
こ
と
が
言
え
そ
う

で
あ
る
。
ま
ず
、
文
献
研
究
や
語
義
の
研
究
、
つ
ま
り
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
カ
ル
な
面
に
お
い
て
著
し
い
成
果
を
あ
げ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
総
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
体
系
化
し
て
ゆ
く
か
、
と

い
う
こ
と
が
今
後
の

課
題
で
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。
つ
ぎ
に
、
如
来
蔵
思
想
と
い
う
こ
と
を
特
に
別
立
す
る
必
要
か
ら
、
こ
の
研
究
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ

ろ
は
、
如
来
蔵
思
想
プ

ロ
パ
ー
の
研
究
が
多
か
っ
た
が
、
最
近
は
、
ひ
ろ
く
大
乗
仏
教
思
想
研
究

一
般
の
中
で
と
り
あ
つ
か
わ
れ
る
よ

う
に
な

っ
て
き
て
い
る
の
で
、
さ
き
に
あ
げ
た
論
文
以
外
に
も
あ
ち
こ
ち
で
散
見
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、

「
如
来
蔵
思

想
研
究
」
の
地
位
が
、
仏
教
思
想
研
究
の
中
で
い
わ
ば
市
民
権
を
よ
う
や
く
獲
得
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
と
も
か
く
、
こ

の
よ
う
な
最
近
二
十
年
間
の
諸
学
者
の
著
し
い
研
究
成
果
を
背
景
に
、
本
研
究
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
を

つ
け
加
え
て
お
く
。

三

如
来
蔵
思
想
は
、

「
成
仏
す
る
」
と
い
う
仏
教

の
究
極
的
な
目
的
に
、
理
論
的
な
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ

れ
は
釈
尊
の
根
本
仏
教
以
来
の
諸
々
の
仏
教
思
想
、
な
か
ん
つ
く
大
乗
仏
教
の
諸
思
想
や
諸
教
学
の
基
盤
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
仏

浄
土
教
と
如
来
蔵
思
想

(博
士
論
文
要
旨
)

一
五
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教
全
体
に
通
ず
る
根
本
教
義
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
思
想
は
、
中
観
と
瑜
伽
の
両

学
派
の
系
統
に
大
別
さ
れ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
如
来
蔵
思
想
が
組
織
体
系
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
し
か
も
両
学
派

と

は
密
接
な
関
係
を
持

っ
て
い
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
竜
樹
よ
り
世
親
に
い
た
る
時
代
に
お
い
て
大
乗
仏
教
思
想
の
中
心
を
な
し

て

い
た
の
が
如
来
蔵
思
想
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
現
在
で
は
学
界

一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

で
は
何
故
に
、
両
学

派
以
外
に
如
来
蔵
思
想
が
別
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
、
ま
た
如
来
蔵
と
い
う
こ
と
が
大
乗
仏
教
思
想
の
中
で
重
要
な
意
味
を

も

っ
て
定
着
し
た
の
は
い
つ
の
頃
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
徐
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
両
学
派
以
外
の

思
想
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
、
未
だ
充
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
こ
で

一
つ
の
方
向
と
し

て
言
え
る
こ
と
は
・
両
学
派
の
思
想
が
学
問
的
に
深
め
ら
れ
る
に
し
た
が

っ
て
、
理
論
と
し
て
は
な
る
ほ
ど
精
緻
を
極
め
る
に
い
た

っ

た
か
も
し
れ
な
い
が
、
仏
教
本
来
の
宗
教
性
が
稀
薄
に
な

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
の
宗
教
性
を
再
生
す
る
要
求
に
応
え

る
も
の
が
・
理
論
面
で
は
如
来
蔵
思
想
で
あ
り
、
実
践
面
で
は
浄
土
教
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
宝
性
論
の

一
部
始
終

が
結
局
は

「信
」
を
も

っ
て
貫
か
れ
て
お
り
、
信
解
を
強
調
す
る
論
書
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
も
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

文
献
学
的
に
経
曲
ハや
論
書
を
も

っ
て
、
別
立
さ
れ
る
所
以
を
た
し
か
め
て
み
る
に
、
さ
き
に
あ
げ
た
如
来
蔵
経

、
不
増
不
減
経
、
勝

鬘

経
の
三
部
経
を
第

一
期
如
来
蔵
経
典
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
宝
性
論
な
ど
の

一
経
三
論
を
第

二
期
如
来
蔵
経
論
、

楞
伽
経
な
い
し
瑜
伽
中
観
学
派

の
論
書

(大
乗
起
信
論
ま
で
も
含
め
る
か
ど
う
か
問
題
は
あ
る
が
)
を
第
三
期
如
来
蔵
経
論
の
主
流
を

な
す
も
の
と
み
な
し
て
よ
い
。

シ
ナ
で
は
・
大
乗
起
信
論
を
中
心
に
、
地
論
学
派
や
華
厳
学
派
の
系
統
に
お
い
て
、
如
来
蔵
縁
起
思
想
、
真
如
縁
起
思
想
と
し
て
展

開
し
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
浄
影
寺
慧
遠
や
賢
首
大
師
法
蔵
の
教
学

に
よ

っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
仏
性

思
想
は
涅
槃
学
派
や
天
台
学
派
の
系
統
に
受
け
つ
が
れ
て
い
っ
た
と
言
え
る
。
北
魏

の
訳
経
僧
菩
提
流
支
の
周
辺
の
研
究
が
今
後
の
課



題
と
い
え
よ
う
か
。

チ
ベ
ッ
ト
で
は
、
宝
性
論
が

R
g
y
u
d
-b
la-m
a,
U
tta
ra
-tan
tra
す
な
わ
ち
、
最
高
の
要
義
、
最
後
の
秘
義
、
奥
義
と
名
づ
け
ら
れ

て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
、
如
来
蔵
思
想
が
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
仏
教
に
い
か
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
を

知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
直
接
日
本
の
浄
土
教
に
関
係
が
な
い
に
し
て
も
、
タ
γ
ト
リ
ズ
ム
の
究
明
に
よ

っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
成
果
に

期
待
す
る
も
の
が
多
分
に
あ
る
。

日
本
の
各
宗
派
の
教
義
の
形
成
に
基
盤
を
与
え
て
い
る
も
の
と
し
て
、
如
来
蔵
思
想
は
当
然
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、

華
厳
、
天
台
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
天
台
と
同
じ
く
法
華
経
を
所
依
と
す
る
日
蓮
宗
系
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
ろ
う
し

、
直
指
人
心
見
性
成

仏
と
い
っ
て
教
外
別
伝
を
旨
と
す
る
禅
宗
に
お
け
る
、
そ
の

「
心
」
の
理
解
の
仕
方
は
、
心
性
本
浄
説
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
か

ら
、
如
来
蔵
思
想
を
根
底
に
す
え
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
胎
蔵
界
マ
ン
ダ
ラ
を
中
心
に
お
く
真
言
密
教
も
如
来
蔵
と
き
わ
め
て
密
接

な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
諸
宗
派
は
す

べ
て
如
来
蔵
思
想
の
具
体
的
な
展
開
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
で
は
浄
土
教
に
お

い
て
は
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な

っ
て
く
る
。
こ
こ
に
本
研
究
の
出
発
点
が
あ
り
、
問
題
の
基
本
的
な
所
在
が
そ
こ
に
あ
る
。

,浄
土
教
も
ま
た
如
来
蔵
思
想
の
展
開
と
し
て
お
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
然
上
人
の
選
択
集
に
お
い
て
、
傍

ら
に
往
生
浄
土
を

明

か
す
教
え
と
し
て
、
宝
性
論
や
大
乗
起
信
論
や
摂
大
乗
論
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
は

「
命
終
の
時
に
無
量
寿
仏
を
見
た
て
ま

つ
ら
ん
」
と
い
う
題
文
が
宝
性
論
の
最
後
を
締
め
く
く

っ
て
お
り
、
そ
れ
が
摂
大
乗
論
世
親
釈
真
諦
訳
本
の
最
後

に
引
き
つ
が
れ
て
い

て
、
善
導
大
師
の
往
生
礼
讃
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
大
乗
起
信
論
に
も
修
行
信
心
分
の
結
び
と
し
て

「
専
念
西
方
極
楽
世
界
阿
弥

陀
仏
、
所
修
善
根
回
向
願
求
生
彼
世
界
即
得
往
生
」
と
い
う
経
典
の
文
句
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
に
由
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ

う
な
こ
と
だ
け
で
如
来
蔵
思
想
が
浄
土
教
と
関
係
が
あ
る
、
と
み
な
す
こ
と
は
不
充
分
で
あ
る
。
何
故
に
、
宝
性
論

や
起
信
論
に
そ
の

浄
土
教
と
如
来
蔵
思
想

(博
士
論
文
要
旨
)

一
五
五
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よ
う
な
願
生
浄
土
の
思
想
が
表
明
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
構
造
的
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
宝
性
論

に
説
く

「
如
来
蔵
」
の
概
念
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
や
、

「
信
解
」
の
語
の
内
容
な
ど
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
ま
た
仏

身
論
や
人
間
観
の
展
開
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
浄
土
教
と
の
内
面
的
な
つ
な
が
り
を
明
確
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い

か
。
こ
の
こ
と
が
、
大
乗
仏
教
思
想
か
ら
浄
土
教
思
想

へ
の
展
開
を
お
さ
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
言
い
か
え
れ
ば
、
浄
土
教
思

想
解
明
の
基
礎
的
研
究
に
な
る
と
思
う
。
つ
ま
り
、
大
乗
仏
教
と
し
て
の
浄
土
教
の
思
想
的
展
開
、
宗
教
的
ひ
る
が
え
り
の
基
礎
を
形

成
す
る
も
の
が
如
来
思
想
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
予
測
の
も
と
に
本
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
時
点
に
お
け

る
日
本
浄
土
教
は
、
古
今
楷
定
と
い
わ
れ
る
善
導
大
師
の
思
想
、
お
よ
び
選
択
本
願
を
標
榜
す
る
法
然
上
人
の
精
神
が
中
核
を
な
し
て

い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
背
景
を

一
直
線
に
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
に
及
ぼ
し
求
め
て
も

正
鵠
を
得
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
の
研
究
課
題
を
形
づ
く
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
括
弧
に
入
れ
て
、
本
研
究
の
目
的
は
、

仏
教
思
想
と
し
て
の
浄
土
教
の
思
想
的
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

四

そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
如
来
蔵
思
想
の
基
本
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
如
来
蔵
の
語
を
定
義
す
れ
ば

「
如
来
蔵
と
は
仏
性
と
シ

ノ

ニ
ム
で
あ
る
と

一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
煩
悩
に
覆
わ
れ
隠
蔵
さ
れ
て
い
る
衆
生
中
の
本
来
清
浄
な
如
来
法
身
す
な
わ
ち

〈
さ
と
り
〉
の
本
性
を
指
す
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
さ
と
り
の
本
性
で
あ
る
仏
性
を
如
来
蔵
と
名
づ
け
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
仏
性
を

持

つ
衆
生
を
も
如
来
蔵
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
」
と
説
明
で
き
る
。
勝
鬘
経
に
説
く
在
纒
の
如
来
蔵
、
出
纒
の
法
身
と
い
う
考
え
が
そ
れ
で

あ

る
。

こ
の
こ
と
の
思
想
的
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
の
が
宝
性
論
で
あ
る
。
e
仏
智
が
衆
生
に
内
在
し
て
い
る
こ
と
、
⇔
衆
生
は
真



如
と
不
二
で
あ
る
こ
と
、
日
衆
生
が
す
で
に
仏
果
を
持

っ
て
い
る
こ
と
、
の
三
義
か
ら
、
衆
生
に
如
来
蔵
が
あ
る
、
と
説
か
れ
る
の
で

あ
り
、
ま
た
、
e
如
来
の
法
身
が
遍
満
し
て
い
る
こ
と
、
⇔
如
来
の
真
如
が
無
差
別
で
あ
る
こ
と
、
日
如
来
の
種
性
が
有
る
こ
と
、
の

三
義
に
よ

っ
て
、
衆
生
が
如
来
蔵
で
あ
る
、
と
説
く
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
の
後
の
三
義
は
、
如
来
蔵
を
明
か
す
論
理
構
造
の
宝
性

論
を
通
じ
て
の
綱
格
を
な
す
も
の
で
、
三
種
自
性
と
名
づ
け
ら
れ
、
仏
性
論
に
お
い
て
、
所
摂
蔵
、
隠
覆
蔵
、
能
摂
蔵
と
い
う
蔵
の
三

義

に
ひ
き
つ
が
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
如
来
蔵
義
の
基
本
を
こ
こ
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
浄
土
教
の
構
造
と
の
つ
な
が
り

も

こ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
如
来
蔵
義
は
、
唯
仏
与
仏
の
境
界
が
あ
り
、
た
だ
信
解
す
べ
き
も
の
で
あ

る
、
と
い
う
か
ら
、

そ
れ
は
、
真
実
の
世
界

(絶
対
存
在
、
最
高
実
在
と
い

っ
て
よ
い
)
が
主
体
を
通
し
て
顕
現
す
る
宗
教
的
実
在
の
あ
り
よ
う
の
説
明
原

理
で
あ
る
、
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
点
に
お
い
て
こ
そ
、
浄
土
教
の
実
践
原
理
と
根
源
的
に
つ
な
が

っ
て
い
る
と
云
え
よ
う
か
。

つ
ぎ
に
、
初
期
仏
教
以
来
の
如
来
蔵
思
想
形
成

へ
の
あ
と
づ
け
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

一
つ
の
あ
る
萌
芽
的
な
思
想
か
ら

直
線
的
に
結
実
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
く
し
て
、
多
く
の
思
想
が
互
い
に
補

い
あ

っ
て
体
系
化
さ
れ
て
い
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
ら
、

そ
れ
ら
を
明
か
す
こ
と
が
そ
の
ま
ま
浄
土
教
思
想
形
成
の
あ
と
づ
け
を
明
か
す
こ
と
に
も

つ
な
が

っ
て
く
る
は
ず

で
あ
る
。
如
来
蔵
思

想
形
成
の
有
力
な
も
の
と
し
て

一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
の
が
心
性
本
浄
説
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
充
分
に
説
明
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。
仏
教
の
根
本
思
想
で
あ
る

「
縁
起
の
本
意
を
開
顕
」
す
る
も
の
で
あ
り
、

「般
若
空
」
思
想
の
歴
史
的
発
展
で
あ
る
こ
と

は
・
す
で
に
学
者
に
よ

っ
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
仏
種
や
仏
ヱJ
の
思
想
、
法
身
常
住
の
思
想
、
菩
薩
ガ
ナ
お
よ
び
菩
薩
思

想

'
g
arb
h
a,
g
otra
,
d
h
a
tu
,
b
ija
な
ど
の
意
味
、
舎
利
塔
崇
拝
運
動
、
な
ど
を
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
な
ん
と

い

っ
て
も
、
釈
尊
の
発
心
、
そ
し
て
成
道
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
に
即
し
て
い
う
な
ら
ば
、
さ
と
り

へ
志
向
す
る
、
つ
ま
り

か

く

あ

ら

菩
提
心
を
発
す
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
さ
と
り
を
開
く
、
つ
ま
り
隠
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
を
顕
現
わ
す

(p
ariv
rtti)
と
い
う
こ
と
、

こ
の
発
心
か
ら
成
道

へ
と
い
う
成
仏
道
の
根
拠
を
与
え
る
も
の
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
の
が
如
来
蔵
思
想
で
あ

る
。
最
古
の
経
典
と

浄
土
教
と
如
来
蔵
思
想

(博
士
論
文
要
旨
)

一
五
七
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い
わ
れ
る
如
来
蔵
経
の
中
に
、
浄
土
教
思
想
と
の
関
連
を
暗
示
す
る
説
相
が
読
み
と
れ
る
。
た
と
え
ば
、
如
来
の
光
明
に
照
ら
し
出
さ

れ
た
国
土
の
説
明
、
法
身
常
住
お
よ
び
塔
崇
拝
に
よ
る
仏
徳
の
讃
歎
、
文
殊
、
観
音

・
勢
至

・
金
剛
慧
の
四
菩
薩

に
よ
る
大
悲
願
の
思

想
、
な
ど
で
あ
る
。

本
研
究
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
に
如
来
蔵
思
想
と
浄
土
教
思
想
と
の
二
篇
に
わ
か

っ
て
、
左
記

の
章

・
節
に
し
た
が

っ
て
論
究
し
た
も
の
で
あ
る
。

第

一
篇

如
来
蔵
思
想

第

一
章

如
来
蔵
思
想
史
研
究
序
説

第

一
節

如
来
蔵
思
想
史
研
究
の
態
度
及
び
そ
の
意
図

第
二
節

仏
教
思
想
史
上
に
お
け
る
如
来
蔵
思
想
の
地
位

第
三
節

如
来
蔵
の
語
義
及
び
概
念

第
四
節

如
来
蔵
思
想
に
関
す
る
経
典
論
書
の
検
討

第
二
章

如
来
蔵
と
仏
性

第
二

節

如
来
蔵
義
に
つ
い
て

第
二
節

仏
性
義
に
つ
い
て

11　gym}

D
h
a
tu
・-　1
G
otra

第

一
節

U
ぽ
讐
環

に
つ
い
て

第
二
節

G
otra
に
つ
い
て

第
三
節

宝
と
性
に
つ
い
て

第
四
章

大
乗
浬
槃
経
典
群
に
あ
ら
わ
れ
た
る
危
機
思
想

第

一
節

問
題
の
立
場

第
二
節

危
機
意
識
の
分
析

第
三
節

大
乗
涅
槃
経
典
群
の
資
料
的
整
理

第
四
節

六
巻
泥
沍
経
に
み
ら
れ
る
危
機
思
想

第
五
節

傍
系
経
典
群
に
お
け
る
概
要

第
六
節

結
語

第
五
章

一
闡
提
攷

第

一
節

問
題
の
所
在

第
二
節

原
語
的
名
義
の
整
理

第
三
節

思
想
史
的
背
景
の
系
譜



第
四
節

大
乗
涅
槃
経
に
お
け
る
諸
相
と
そ
の
意
義

第
五
節

宝
性
論
に
お
け
る
取
扱
い

第
六
節

結
語

第
二
篇

浄
土
教
思
想

第
二
章

浄
土
経
典
と
如
来
蔵
思
想

第

一
節

宝
性
論
に
お
け
る
廻
向
偈

第
二
節

如
来
蔵
思
想
の
意
義

第
三
節

大
乗
仏
教
と
し
て
の
浄
土
教
と
如
来
蔵
説

第
四
節

浄
土
経
典
と
如
来
蔵
経
論
と
の
関
連

第
二
章

浄
土
教
と
如
来
蔵

第

一
節

浄
土
と
如
来
蔵

第
二
節

如
来
蔵
義
と
浄
土

第
三
節

結
語

第
三
章

阿
弥
陀
仏
報
身
論

第

一
節

問
題
の
所
在

第
二
節

仏
身
論
と
諸
問
題

第
三
節

法
身
と
法

第
四
節

報
身
と
願
生
思
想

浄
土
教
と
如
来
蔵
思
想

(博
士
論
文
要
旨
)

第
五
節

結
語

第
四
章

蓮
華
化
生
に
つ
い
て

第

一
節

蓮
華
化
生
の
典
拠

第
二
節

如
来
蔵
的
解
明

第
五
章

機
根
名
義
考

第

一
節

機
根
に
つ
い
て

第
二
節

機
と
器

第
三
節

結
語

第
六
章

唐
善
導
に
お
け
る
至
誠
心
釈
に
つ
い
て

第

一
節

問
題
の
所
在

第
二
節

諸
経
典
に
現
わ
れ
た
至
誠
の
意
義

第
三
節

結
語

第
七
章

唐
善
導
に
お
け
る
廻
向
発
願
心
と
発
菩
提
心

第

一
節

問
題
の
所
在

第
二
節

浄
土
教
の
菩
提
心
に
つ
い
て

第
三
節

度
衆
生
心

第
四
節

善
導
の
発
菩
提
心

第
五
節

廻
向
発
願
の
六
合
釈一

五
九
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結
語

第
八
章

法
然
浄
土
教
の
特
質

第

一
節

凡
入
報
土
の
機

第
二
節

万
機
普
益
の
機

第
三
節

勝
義
の
機

一
六
〇

第
九
章

法
然
浄
土
教
の
内
面
的
理
解

第

一
節

大
乗
仏
教
と
如
来
蔵
思
想

第
二
節

浄
土
教
の
根
底
と
し
て
の
如
来
蔵
思
想

第
三
節

結
語


