
仏

性

論

の

研

究

薦

#

大

俊

本
論

は
大
正
蔵
経
本
に
は
、

「天
親
菩
薩
造
」
と
あ
り
、
こ
の

外
、
著
著
名

を
収

録
し
た
経
録
は
開
元
録

で
も
貞
元
録
で
も
、
何

れ
も
皆

「仏
睦
論
四
巻
天
親
菩
薩
造
」

と
あ
り
、
本
論
が
従
来

の

説

に
従

つ
て
世
親
の
著
作
で
あ
る
こ
と

は
闇
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
宋

、
元
、,
明

の
三
本
及
び
宮

内
省
本
に
は

「天
親
菩
融

説
」
と
あ
り

、
こ
の

「謝
」
と
あ
る
に
闘
係

づ
け
て
、
最
近
、
世

親
は
本
論

の
主

意
の
み
を
説

き
、
役
人
が
無
上
依
経
を
取
り
入
れ

て
、
こ
れ
を
編
笋
敷
衍
し
た
の
が
現
存

の
仏
性
論
で
あ
る
と
い
う

新
説
が

「
日
本
仏
教
学
協
会
銀
報
」
に
発
表
さ
れ
た
か
、
こ
煮
に

は
尚
、
異
論
も
あ
り
、
復

た
末
だ
学
界

の
定
説
と
も
な

つ
て
い
な

い
か
ら
、

「
造
」
と
あ

つ
て
も

「説
」

と
あ

つ
て
も
大

の
間
に
太

質
的
な
区
別
が
あ
る
訳
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。

世
祖

の
如
来
藏
患
想
は
、
弥
勒

の
大
乗
壮
厳
蔵
経
論
頌
、
中
辺

分

別
論
頌
及
び
無
著
の
摂
大
乗
論
等
を
註
釈
す
る
闘

に
自
了
真
実

唯
識
説
に
通
達
す
る
と
同
隲
に
又
、
如

来
蔵
縁
趨
説
を
も
知
る
よ

う
に
な
り
、
更
に
始
末
蔵
経
、
不
増
不
滅
経
、
無

上
依
経
を

読
み

或

は
+
地
経
論
、
勝
鬘
,経
論
等
を
作
製
す

る
に
及
ん
で
益
々
そ
の

考
え
が
纒

め
ら
れ
、
遂
に
そ
れ
が
組
織

体
系
化
さ
れ
る
に
到

つ
た

.

の
が
、

こ
の

「
仏
性
論
」
、
で
あ

る
と
云

え
る
。

本
論
が
真
諦
,三
蔵
の
飜
訳
で
あ
る
こ
と
に
就

い
て
は
、
法
経
録
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
許
諾
の
な
い
文
章
に
は

墨
消
し
処
理
を
施
し
て
い
ま
す
︒



三
宝
記
号
を
初
め
諸
経
録
が
詑
し
.て
い
る
よ
う
に
、
少
し

の
疑

い

い
も
無

い
が
、
そ
の
訳
出

の
年
月
及
び
場
所
に
関
し
て
は
、
伺
れ

の
経
録
も
何
等
記
述
す
る
所
が
無
い
か
ら
、
こ
れ
を
明
確
に
す
る

こ
と

は
出
来
な

い
。
唯
僅
か
に
騨
訳
著

の
名
前
が
、

「
陳
天
竺
三

蔵
庫
諦
訳
」

と
な

つ
て
居
り
、
又
開
元
録
も
塑
代
の
処
で
は
な
く

陳

代

の
場
所
に
こ
の
仏
性
論
を
記
載

し
て
い
る
事

等
か
ら
し
て
、

禦
代

で
は
な
く
陳
代
に
な

つ
て
か
ら
の
訳
出
と
推
定
し
得
り
に
過

ぎ

な
い
。
し
か
し
宇
井
博
士

は
無
上
依
経
以
後
と
覺
て
五
五
七
年

か
ら
五
六
九
伍

の
闇
に
訳
出

せ
ら
れ
だ

と
し
て
い
る
。

仏
性
論

の
梗
概

を
述

べ
ん
と
す
る
趣
.意
は
、

一
方
に
於

て
は
、

内
容
説

の
大
要
を
見
ん
と
す
る

の
で
あ
る
が
、
鬪
賻
に
、
他
方

に

於

て
は
、
無
上
依
経
に
基
を
有

し
て
、
而
も
実
娃
論
の
典
拠
と
な

つ
て
居

る
点

を
、
多
少
な
り

と
も
明
か
す

こ
と
に
な
る
。
特
に
本

論
と
無
上
依
経
、
宝
性
論
を
対
照
し
た
如
く
、

一
経
二
論
の
闇

に

最
も
密
接
な
関
係

の
あ
る
こ
と
は
椿
う

べ
く
も
な
い
事
実

で
あ
る
。

時

に
は
宝
性
論
に
於
て
よ
く
理
解
,
せ
ら
れ
難
い
所
も
、
仏
性
論
を

参
照
す

れ
ば
理
解

せ
ら
れ
得
る
に
到
る
如
き
場
合
が
存
す
る
。
此

点

か
ら
は
、
宝
樽
論
が
仏
性
論
に
拠

つ
て
居

る
こ
と
を
拒
む
を
得

な

い
も

の
で
、
決
し
て
仏
酵
論
が
宝
性
論
に
拠

つ
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
ご
と
で
あ
る
と
の
説゚
も
出
て
く

る
の
で
あ
る
が
、
仏
性
論

は
宝
畔
、論
の
後

で
ま
と
め
ら
れ
た
と
見

る
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な

い
。
又
、
偶
然
に

一
致
し
た
の
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
も

な

い
し
、
函
に
局

一
源
泉
か
ら
二
論
と
な

つ
て
来
た
も
の
と
見
な

す

こ
と
も
出
来

る
よ
う
で
あ
る
。
宝
娃

論
、
無
上
依
経
、
仏
牲
論

の
三
者
の
何
れ
が
先
後

で
あ
る
か
は
決
定
的
に
断
定
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
が
、
宝
姓
論
を
も
含
め
て
こ
の
仏
幌
論
は
如
来
蔵

説

の
纒

つ
た
論
述

を
な
し
た
も
の
の
恐

ら
く
最
初

の
論
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
、
そ
の
影
響
は
大
な
る
も

の
と
な

つ
た
と
い
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
丗
相

の
教
学
全
体

か
ら
見
て
、
仏
牲
論
が

何
れ
の
地
位
に
あ
る
か
は
、
古
来

の
異
説
も
あ
る
の
で
、
簡
単

に

は
論
ぜ
ら
れ
な

い
が
、

一
秉
説

を
な
す
点

は
最
も
重
要
視
せ
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
世
親
は
経
諭
に
註
解

の
数
多
く
を
造

つ
た
人
で
あ
り
、
法
華
論
、
往
生
論

の
如
き
重
要
な
も

の
が
あ
る

が
、
独
立
の
自
著
と
し
て
は
、
唯
識

二
十
論
、
唯
識

三
十
頌
と
仏

性
論
と
な
ど
で
あ
ろ
う
し
、
唯
譜

の
論

は
唯
識

の
註
釈
を
造

つ
た

以
後

の
作
で
あ
る
と
見
る
と
す
れ
ば
、

恐
ら
く

一
生
の
後
期

に
属

す

べ
く
、
仏
匯
論
も
、
又
後
期

に
羅
す

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。
仏
絆
.論
に
は
三
陣
門

の
唯
識

を
予
想
し
て
居
る
こ
と
は
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示

さ

れ

て

い

る

。
宝

性

論

に

は

、

唯

識

の
考

え

が

殆

ん

ど
全

く

無

い

の

は

、

如

何

な

る

所

以

か
、

判

明
、し

な

い
所

で
あ

る

が

、

し

か

し

全

く

知

ら

な

か

つ

た

と

は
考

え

ら

れ

な

い

か

ら

、

如

来

蔵

説

の

正

し

い
系

統

と

し

て

は
、

唯

識

説

と

必

ず

し

も

混

じ

な

い
と

い

う

以

前

か

ら

の
流

れ

を
守

つ
た

為

で

あ

ろ
う

。

と

も

か

く

、

「
仏

性

論

」

が

仏

性

思

想

の
旅

れ

の
44
に

お

い

て

最

も

重

要

な

ポ

イ

ン

ト

を

な

く

し

て

い

る

こ

と

は

言

う

ま

で
も

な

い

。

他

の

諸

大

乗

経

論

と

の
関

係

づ

け

に

お

い

て

、

今

後

よ

り

一

黶

の
究

明

を

続

け

て

ゆ

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

は
言

う

ま

で

も

な

い

こ
と

で

あ

る

。

仏

教

の

根

本

思

想

に

つ

い

て

柴

田

正

准

人
類
の
師
と
仰
が
れ
る
歴
史
的
人
格
と
し
て
の
釈
尊
は
実
際

に

は
い
か
な
る
生
涯

を
送
り
、
い
か
な
る
こ
と
を
説

い
た
の
で
あ
ろ

う

か
、
当
時
の
イ
ン
ド
の
掃
会

に
は

一
つ
の
大
き
変
勤
期
が
訪
れ

て
い
た
。
ガ
ン
ヂ
ス
河
上
流
地
方
に
定
住
し
て
い
た
ア
ー
リ

ア
人

は
そ
の
後
次
第
に
東
方

に
確
出
し
、
そ

の
中
流
地
方

に
移
住
し
た

が
、
そ
れ
と
共
に
籵
会
的
文
化
的
に
大
き
な
目
ざ
ま
し
い
変
動
が

起

つ
た
。

ま
ず
ア
ー
リ
ア
人
と
先
住
民
族
と

の
混
血
が
盛
ん
に
行
わ
れ
尭

。

こ
こ
に
形
成
さ
れ
た
新
た
な
民
族

は
も

は
や
ア
ー
ワ
ァ
人
の
伝
統

的
な
厨
習
儀
礼
を
忠
実
に
遵
守
し
よ
う

と
は
し
な
い
で
、
彼
等
は

ヴ

エ
ー
ダ
文
化
を
無
視
し
、
ア
ー
リ
ァ
系

の
崩
れ

た
俗
悟

(
財
『
1

叫
屏
弓
H
計
)
を
使
用
し
て
い
た
。
か
れ
ら

の
定
住
し
た
地
方

は
地
味

肥
沃
で
多
量
の
農
産
物
を
産
出
し
た
た
め
に
、
か
れ
ら
の
物
質
的

生
活
は
豊

で
、
物
資
が
豊
富
に
な
る
と
と
も
に
、
商
、工
業
が
盛
ん

と
な
り
、
多
数

の
小
都
市
を
成
立
せ
し

め
る
に
至

つ
た
。
最
初

は

こ
れ
ら
の
小
都
市
を
中
心

に
群
小
陶
家

が
多
数
併
存
し
、
そ
の
う

ち
の
或
る
も

の
は
貴
族
政
治
或
い
は
共

和
政
治
を
行

つ
て
い
た
が

そ
れ
ら
は
次
第
に
国
王
の
統
治
す
る
大
国

に
併
合
さ
れ
て
い
く
趨

勢
に
あ

つ
た
。
大
国

の
首
都

は
繁
栄
し

、
そ
こ
に
は
壮
大
な
都
市

が
律
設
さ
れ
た
。
当
時
は
コ
ー
サ
ラ
、

マ
ガ
ダ
、
ア
ヴ
ア
ン
テ
イ
、

ヴ
ア
ン
サ
の
四
大
欄
が
最
も
有
力
で
あ

つ
た
。

之
れ
ら
の
大
鬮
に
於
て
は
王
権
が
い
ち
じ
る
し
く
伸
張
し
、
王
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