
無
表
業
と
生
果
の
功
能

-
加

藤
精
神
博
士
の

「有
部

の
無
表
色
に
封
す
る

近
代
學
者

の
誤
解
を
匡
す
」
を
護
み
て
-

舟

橋

一

哉

一

こ

ゝ
に

「
生
果
」
と
は

「
異
熟

果
印

ち
果
報

を
引
く

こ
と
」
を
意
味
す
る
。

無
表
業

に
つ
い
て
纒
め
て
読
く
の
は
倶
舎
論

の
業
品

で
あ

る

が
、

そ

こ

で

は

「
無
表
業

に
は
生
果
の
功
能

は
あ

る
」

と
も
、

又

「
な

い
」
と
も
明

言
さ
れ

て

ゐ
な

い
。
し
か
し
私
は

「
生
果

の
功
能

は

あ

る
、
」
と
言
は
ね
ば
な
ら
な

い
と

思

ふ
。
け
れ
ど

も
こ
れ
は
業
二
.
 
 

般

の
有
す

る
性
格
と
し

て
で

あ

つ

て
、
「
特

に

無
表
業

な
る
が
故

に
生
果

の
功
能

が
あ

る
」
と

い
ふ
謬

の
も
の
で
は
な

い
。
と

こ
ろ
で
倶
舎
論

に
読

か
れ
て
ゐ
る
無
表
業

は
有
部
と

い
ふ

一
部
派
に
読
く
無
表

業

で
あ

つ
て
、

こ
の
無
表
業
読

が
佛
教
本
來

の
立
場
か
ら
ど
の
や
う
に
批
到
さ

る
べ
き

で
あ

る
か
は
、
自
ら
別
問
題

で
あ

る
。
倶
舎
論
や
成
業
論

に
出

て
ゐ
る

経
部

か
ら
す

る
所

の
批
到
、

及
び
成
實
論

の
無
表
業
読
な
ど
と
比
較

し
、
叉
阿

含

の
所
読
を
批
評
的

に
硯
究
し
た
結
…果

と
し
て

の
根
本
佛
教

の
業

読
か
ら
反
照

し
て
見

る
と
ぎ

は
、
有
部

の
無
表
業
読

に
は
幾
多

の
研
討
訂
正

せ
ら
る
べ
き
疑

問
が
あ

る
と
思

は
れ
る
が
、
無
表
業

と
生
果

の
功
能
と

の
問
題
も
そ

の

一
つ
で

あ
つ
て
、
私
は
佛
教
本
來
の
立
場
か
ら
は
、
明
治
、
大
正
の
倶
舎
學
者
が
誤
つ

て
考

へ
て
ゐ
た

や

う

に
、
「
無
表
業

は
特

に
異
熟
果

を
引
く
功
能

を
有
す

る
も

の
と
し
て
建

て
ら
れ
た
も

の

で

あ
る
、
」
と
見

る
べ
き
で
あ
る
と
思

ふ
。

明
治
。

大
正
の
我
が
國

の
倶
舎
學
者
は
、

殆
ど
そ
の
す
べ

て
が
、

倶
舎
論

に

読
か
れ
て
ゐ
る
有

部
の
無
表
業
を
も

つ
て
、

身

・
語
の
表
業

と
そ
れ

に
よ

つ
て

引
か
れ
る
異
熟

果
と
を
蓮
鎭
す

る
役
目
を
有

す
る
も
の
と
考

へ
、
從

つ
て
表
業

は
刹
那
に
滅

し
て
も
、
無
表
業

は
異
熟
果
が
生
ず
る
ま
で
滅

す
る

こ
と
な
く
し

て
相
績
す

る
、

と
考

へ
て
ゐ
た
。
之

に
野
し
て
、
有
部

の
無
表
業

は
決
し
て
そ

の
や
う
な
も
の
で
は
な
く
、
極

め
て
重
大
な

る
善
、

不
善

の
業

を

造

つ
た
と

き
、

又
三
昧

に
入

つ
て
ゐ
る
間
、

そ

こ
に
自

ら
に
し
て

一
種

の
色

法
を
生
じ
、

善
な
ら
ば
不
善

の
法
に
野

し
て
、
ま
た
不
善

な
ら
ば
善

の
法

に
封
し

て
反
擾

す

る
所

の
、

一
種

の
後
天
的
性
格
或
は

習
性

と
も
言

ふ
べ
き

も
の
を
形
成

す
る
も

の
で
あ

る
、

と

い
ふ
こ
と
を
、

初
め
て
學

界
に
明
示
し
て
、

從
來

の
誤

解
を
訂

正
せ
ら
れ
た
の
は
、

昭
和

三

・
四
年
の
頃

「
大
正
大
學

々
報

」
で
激
論

せ
ら
れ

た
故

荻
厚
雲
來
博

士
と
加
藤
精
紳
博
士
と
で
あ

る
。

そ
し
て
無
表
業
の

こ
の
黙

に
關
し
て
は
、

爾
博
士
の
説

は

一
致
し
て
ゐ
た

の
で
あ
る
。

(
舟
橋
水

哉

も

後

年
自
読
の
誤
り

を
認

め
て

「
天
下

に
陳
謝

」
し
て
ゐ
る
 
(
眞
宗
同
學
會

一
ノ

二

四

二
頁
)
。
加
藤
博
士
は
本
誌
の
前
號

に

お

い
て
再
び

こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ

無
表
業

と
生
果

の
功
能
 
(
舟

橋
)
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無
表
業

と
生
果

の
功
能
 
(
舟

橋
)

て
ゐ
ら
れ
る
が
、
そ

の
所
読
は

こ
の
時

の
論
孚
を

一
歩
も
出
て
は
ゐ
な
い
や
う

で
あ
る
。

そ
し
て
無
表
色
 
(
有
部
で
は
無
表
業

は
色
法

で
あ

る
)
 が
異
熟
果

の

熟
す
る
ま
で
は
績

か
な

い
こ
と
を
、
再

び
力

読
し
て
ゐ
ら
れ

る
。
け
れ
ど
も

こ

れ
だ
け
を
見

る
と
、
初
學
者
は
恐
ら
く

「
然

ら
ば
有
部
所
読

の
無
表
業

に
は
生

果
の
功
能

は
な

い
の
で
あ
ら
う
、
」
と
早
合
黙

す

る

に
違

ひ
な

い
。
こ
れ
に
つ

い
て
加
藤
博
士

は
果
し
て

「
無
表
色

に
は
生
果

の
功
能

は
な

い
」
と
考

へ
て
を

ら
れ
る
の
か
、
或
は

「
あ
る
」
と
考

へ
て
を
ら
れ
る
の
か
。

こ
の
文
章

を
讃

ん

だ
だ
け
で
は
到
然
と
し
な

い
が
、
私

は
業

一
般

の
も

つ
性
能
と
し

て

「
生
果

の

功
能

は
あ

る
、
」

と
考

へ
る
。

そ
れ
に
は
次

の

や

う
な
理
由
が
あ
る
。

一
、
倶
舎
論
十
七
に
よ
れ
ば
、

一
切

の
不
善

と
善

と
の
有
漏
法

に
異
熟

が
あ

る
と
読

か
れ

る
か
ら
、

無
表
色
も
不
善

と
善

と
の
有
漏
法

で
あ

る
限
り
異
熟

を

引
く
 
(
但
し

「
一
切
」

の
語

は
玄
美
課

の
み
。
西
藏
課
、

眞
諦
諜

に
な

い
。
併

し
有
部

の
教
義
か
ら
推
し
て
、
あ

つ
て
竜
誤

り
で
は
な

い
と
思

ふ
。
)

二
、
倶
舎
論
十
六
に
よ
れ
ば
、

例

へ
ば
他
人

に
命
じ

て
殺
生
を
行

じ
た
時

の

根
本
業
道

は
、

無
表
業

の
み

で
表
業

は
な

い
。
も

し
無
表
業

に
生
果

の
功
能

な

く
ば
、

こ
の
時

の
根
本
業
道

は
異
熟

を
引

か
ぬ
、

と

い
ふ
不
合
理

に
堕
す
。

三
、
倶
舎
論
十

三
に
よ
れ
ば
、
身
業

と
語
業
と
は
表
業
と
無
表
業

と
を
自
性

と
す

る
、

と

い
ふ
。

一
般

に
身

・
語
業

は
異
熟

を
引
く

か
ら
、
表
業
も
異
熟

を

引

く
と
見

る
べ
き
で
あ

る
。

二

以
上
は
有
部

の
無
表
業
説

で
あ
る
が
、

こ
れ
は
有
部

と

い
ふ

一
部
派
 
(
そ
れ

も
極

め
て
偏

っ
た

一
切
實

有
論
を
圭
張
す
る
人

々
)
 の
所
傳
で
あ

つ
て
、

こ
れ

が
佛

教
に

お
け
る
無
表
業
読

の
す

べ
て
で
は
な

い
。
現

存

の
阿
含

に
は
無
表
業

を
読
く
も

の
は
な

い
が
、
無
表
業
読

の
原
意

は

「
業

に
よ
る
心
の
内
容
づ
け
」

に
あ

つ
た
と
思
は
れ
る
。
元
來
、

業
「読

と

い
ふ
も

の
は
、
業

に
よ
つ
て
心
が
内

容
づ
け
ら
れ
、

そ
の
内
容

に
鷹
じ
て
そ
れ

の
苦

樂
を
人
は
輕
瞼
し
な
く

て

は
な
ら
な

い
こ
と
を
読
く
黙

に
あ

つ
た
。

そ
し
て

「
業
」

と
言

へ
ば
、
我

々
が

言

ふ

「
行
爲

」
(
意
志

の
働

き
で
あ

る
意
業
を
竜
含

め

て

廣
範
園

の
行
爲
)
 だ

け
で
な
く
、

そ
の
行
爲

に
よ
つ
て
心
が
内
容
づ

け
ら
れ
、
色
づ

け
ら
わ
た
、

そ

の
心
の
内
容
、

色
づ

け
を
も
合

せ
て

「業

」
と
構

し
た
。

こ
の
こ
と
は
阿
含

が

傳

へ
る
所
の
書

那
教

の
読

と
し
て

「
古
業
 
(
過
去

の
業

)
 を
滅

し
云
云
」

と
言

つ
て
ゐ
る

こ
と

や
、
佛
教

で
有
漏

の
善
業
を
幅
徳

と
稻
す

る
が
、

こ
の
幅
徳

に

も
そ

の
や
う
な
意
味
が
あ
つ
て
特

に

「
功
徳
」
と
も
謬
さ
れ

て
ゐ
る

こ
と
、

な

ど

に
よ

つ
て
明
か
で
あ
る
 
(
拙
著

「
原
始
佛
教
思
想

の

研

究
」

二
四

四
頁

以

下
)
。

十

二
縁
起
読
で

い
ふ
な
ら
ば
、

そ
れ

は
無
明

を

相

と

す

る

行

即
ち

業

)
 に
よ
つ
て
識

が
内
容

づ
け
ら
れ
、

そ
の
内
容

に
鷹

じ
て
生

・
老
死

の
苦

を

経
瞼
す

る
、
と

い
ふ
所
に
表

は
れ
る
。
叉

「
心
と

い
ふ
語

に
は
積
集

の
意
味

が

あ

る
」
と
言
は
れ

る
が
、

こ
れ
は

「
心
は
経
瞼

の
蓄
積

で
あ
る
、
」
或

は

「
纒
瞼

を
蓄

積
す
る
場
所
が
心
で
あ

る
」
と

い
ふ
こ
と
が
そ
の
原

意
で
、

や
は
り
同

じ

意
趣
を
傳

へ
る
も

の
で
あ
る
。
南
傳
佛

教

で
無
表
業

に
相
當
す

る
も

の
を
説

か

な

い
の
は
、

こ
の
黙

で
根
本
佛
教

の
業

説
を
そ

の
ま
ま
受
け
纒

い
で
ゐ
る
。

と

こ
ろ
が
北
傳
佛

教
で
は
、
「
業

」
と

い
ふ
言
葉

の
内
容

に
野
し
て
分
析
的

な

反
省

が
加

へ
ら

れ
る
や
う
に
な

つ
て
、
我

々
の
言
葉
と
し

て

の
所

謂

廣

義

の

「
行
爲
」

の
外

に
、
業

よ

つ
て

心
が
内
容
づ
け

ら
れ
た
、
そ

の

心

の
内

容

と

し

て
の
業
を
特
凶

表
示
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
、

こ
こ
に
表
業

無
表
業

と
を
旺

別

す
る

や
う

に
な

つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

た
だ
異
る
鮎

は
、

根
本
佛
教

で
は
輪

廻
読
を
積
極
的

に
肯
定
し
て
事
實

と
し
て
そ
の
輪

廻
を
読
く

こ
と
は
無
か
つ
た

と
思
は
れ

る
か
ら
、

心
の
内
容
と
し
て

の
業

と
そ
れ
に
由

來
す
る
苦
、

樂
の
境

遇

と

の
間

の
關

係
は
、

極
め
て
唯

心
的

主
膿
的

に
理
解

せ
ら
れ
て
ゐ
た
。

と
こ

ろ
が
阿
毘
達
磨
佛
教

で
は
そ

の
申

へ
輪
廻
説
を
と
り
入
れ

た
か
ら
、
爾
者

の
關
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係

は
、
業
が
異
熟

を
引
く
力
と
そ

の
力
に
よ
つ
て
引
が
れ
る
異
熟

と
の
間

の
關

係

と
し
て
理
解

せ
ら
れ

る
や
う
に
な

つ
た
。

そ
の
異
熟

を
引
く
力

と
し
て
の
業

が
即
ち
、

大
衆
部

の
増
長

で
あ
り
、
正
量
部

の
不
失
壊

で
あ
り
、
有
部

の
無
表
業

で
あ
り
、
纏
部

の
種
子

で
あ
る
。

そ
れ
故

に
成
業
論
 
(
山

口
本

一
五
三
頁
)
 に

よ
れ
ば
増
長
も
不
失
壊

も
、

ま
た
倶
舎
論

・成
業
論
に
よ
れ
ば
輕
部

の
種
子
も
、

す

べ
て
當
來
に
お

い
て
愛

・
非
愛

の
果
報
を
引
く
と
こ
ろ
の
因

と
し

て
読

か
れ

て
ゐ
る
。
從

つ
て
私

は
無
表
業
も
亦
本
來

の
意
味
に
お

い
て
は
、
そ

の
や
う

な

役

目
を
澹
つ

て
登
場
し
た
も

の
 (
或
は
登
場
す

べ
き
で
あ

つ
た
竜

の
)
 と
言
は
,
 

ね
ば
な
ら
な

い
。
成
實
論

の
無
表
業
読
も
恐
ら
く
そ
の
や
う

に
理
解
す
べ
ぎ
も

の
で
あ
ら
う
。

即
ち
成
實
論

七
 
(
大

・
三

二

・
二

九

〇

上
)
 で

は
「

漏
徳
増

長

」
を
説
く
所

の
相
懸

部

一
・
五

・
七
を
引
用

し
て
無
表
業

が
存

在
す

る

こ
と

の
教
謹

と
し

て
ゐ
る
が
、

こ
れ
に
よ

つ
て
見

る
と
、
行
爲
と
し
て
の
幅

徳

に
よ

つ
て
心

の
上

に
残

さ
れ
た
所

の
鹸
勢

と
し
て
の
輻
徳
が
印

ち

無

表
業

で

あ

つ

て
、
從

つ
て
福
徳

に
生

天
の
利
釜

が
約
束

せ
ら
れ

て
ゐ
る
や
う

に
、
無

表
業

も

亦
特

に
異
熟

を
引
く
功
能
あ

る
も

の
と
し
て
建

て
ら
れ
た

こ
と
に
な
る
。

の
み

な
ら
ず
、

同
入
 
(
同

三
〇
四
上
)
 に
は
明

か
に

「
多
く
の
無
作
 
(
即

ち
無
表
)

を
集
め

て
大
果
報
を
得
」

と
言

つ
て
ゐ
る
。
成
實
論

で
は

こ
の
や
う

な
無
表
業

を

「
得

」
の
所
囁
と
す
る

の
で
あ

る

が
、

そ

の

「
得
」
を
読
明

し

て
、
同

七

(
同

二
八
九
上
)
 に
は

「
過
去
世

の
中
、
善

と
不
善

と
の
業
、

未
だ
果
報

を
受

け
ざ

る
は
、
衆
生

こ
の
法
を
成
就
す
」
と
言
ひ
、
「罪
福

が
朽

ち
ず

七
て
能
く
果

を
得

る
」

と
読
く
纏
典
を
引
用
し

て
ゐ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
罪
幅

が
即

ち
無
表

業

で
、
そ
れ

は

「得

」
の

一
分
位
で
あ
り
、
果
報

を
引
く
ま

で
績
く

こ
と
に
な

る
。

三

成
實
論

で
は

「
無
表
業

は
果
報

の
熟
す

る
ま
で
績
く
」
と
す
る
如

く
で
あ

つ

た
が
、
経
部

が
有
部

の
無
表
業
読

に
代
る
も
の
と
し
て
提

唱

す

る
種

子
も
亦

「
果
熟

の
位

ま
で
纏
綾
す
る
」
と
見

る
べ
き

も
の
の
や
う

で
あ

る
。
例

へ
ば
、

経
部

が
色
心
互
蕪
読
を
説

く
こ
と
は
倶
舎
論

に
も
成
業
論

に
も
出

て
ゐ
る
が
、

こ
の
説

に
よ
れ
ば
、

無
色

界
に
あ

つ
て
は
色

は
全
く
蜥
絶
す

る
が
、

し
か
し
心

に
黒
附

し
た
色

の
種
子
が
残

る
か
ら
、

無
色
界

よ
り
没

し
て
有
色

界

に
受
生

し

た
時
、

そ

の
色

の
種
子
か
ら
色

法
が
生
ず
る
と
説
く
。

こ
れ

よ
り
見
れ
ば
、

色

の
種
子

は
生
を
隔

て
て
も
断
絶

し
な

い
と
見

て
ゐ
た
や
う

で
あ
る
。

ま
た
成
業

論
 
(
山
口
本

一
九
〇
頁
)
 に
説
く

一
類

の
経
部
師

の
種
子
説
も
、

浬
簗

に
至

る

ま
で
は

一
切

の
種
子
を
有
す

る
異
熟
識

は
、

い
か
に
生
を
重
ね
て
も
噺
絶

し

な

い
で
相
績
す

る
、
と
読

い
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
直
接
的

に
は
異
熟
識

の
こ
と
を
言

ふ
て
ゐ

る
の
で
は
あ
る
が
、

こ
の
異
熟
識

は
異
熟

因
 
(
郎

ち

業
)
 に

よ

つ

て

(
そ
れ
み
ぐ

の
種
子
を
黒

附
せ
ら
れ
て
?
)
 種

々
に
な
り
、

そ
れ
ら
の
種

子
を

有
し

て
相
績
す
る
、

と

い
ふ
の
で
あ

る
か
ら
、

生
を
替

え
た
途
端

に
異
熟
識
…だ

け
相
績
し

て
種
子
は
す

べ
て
縫
絶
す

る
と
は
考

へ
ら
れ
な

い
。

も

も

も

も

も

こ
の
や
う
に
見

て
來

る
と
、
無
表
業

の
本
來

の
意
味
は
 
(
有
部

の
無
表

業

で

は

な

い
)
、
た
だ

「
果
報

を
引
く

と

い
ふ
役
目
を
特

に
澹

ふ
も
の
」
と

や

ふ

だ

け

で
な
く
、

明
治

・
大
正
時
代

の
倶
舎
學
者

が
誤

つ
て
考

へ
て
ゐ
た
や
う

に
、

「
果
報

の
熟

す
る
ま
で
相
纏
し

て
、
業
と
果
報

と
を
蓮
鎖
す

る
も
の
」

と
言

ふ

べ
き
で
あ
ら
う
。

と
こ
ろ
が
有
部

で
は
三
世
實
有
、

法
謄

恒
有

と
建

て
て
、

過

去
と

い
ふ
領
域
に
お

い
て
業

が
實
有

で
あ
れ
ば
、

そ
れ
だ
け
業
果

は
成
就
す

る

と
な
し
た
爲
に
 
(
こ

の
こ
と
は
倶
舎
論

に
お
け

る
三
世
實
有

の
謹
明

の

一
つ
で

あ

る
)
、
業
因

と
業
・果

と
を

結

ぶ

別
法
を
必
要
と
し
な
く

な
り
、

從

つ
て
無

表

む

業

も
亦
別

な
性
格
を
帯

ん
だ
も

の
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ

ら
う
。

詳
細

は
近

刊
豫

定
の
拙
著

「
業

の
研
究
」
を
見
ら
れ
た

い
。

(
昭
和

二
十
八
年
度
丈
部
省
科
學
研
究
助
成
補

助
金
に
よ
る
研
究
成
果

の

一
部
)

無
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業
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果
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功
能
 
(
舟
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)
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