
パ
ー
り
上
座
部

の
心
性
本
浄
説

に
つ
い
て

(
藤
 

田
)

パ
ー
リ
上
座
部

の
心
性
本
浄
説

に

つ
い
て

藤

田

正

浩

パ
ー
リ
上
座
部
の
心
性
本
浄
説
に
関
し
て
は
、
多
く
の
研
究
が
あ
る

(1
)
 

と
は
言
え
な
い
。
上
座
部
の
文
献
中
で
は
、
心
性
本
浄
説
に
関
す
る
言

及
は
全
く
な
い
と
言

っ
て
も
よ
く
、

こ
れ
が
研
究
を
困
難
に
し
て
い
る

理
由
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ

(以
下
仏
音
)
が
活

躍
し
た
五
世
紀
に
は
、
イ
ン
ド
本
土
に
お
い
て
心
性
本
浄
説
は
か
な
り

発
達
し
て
い
た
の
で
、
仏
音
も
お
そ
ら
く
そ
の
影
響
を
何
ら
か
の
形
で

受
け
て
お
り
、

こ
の
説
に
焦
点
を
合
せ
て
調
べ
て
み
れ
ば
何
か
手
が
か

り
は

つ
か
め
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ま
ず
必
要
な
こ
と
は
、
水
野
弘
元

氏
が
な
さ
れ
た
ご
と
く
、
大
衆
部
や
大
乗
仏
教
の
自
性
清
浄
心
-
如
来

蔵
思
想
で
教
証

と
さ
れ
た

『
増
支
部

一
ー
五
経
』
『
同

一
-
六
経
』
の

「
こ
の
心
は
光
浄

p
ab
b
assa
pa
で
あ
る
」
云

々
と
い
う
文
章

に
対
す

る
仏
音
の
解
釈
を
知

る
こ
と

で
あ

る
。
二

つ
め
に
、
仏
音
が

「性
」

(p
a
a
t

p
aK
)

と
い
う
語
を
ど
の
よ
う
に
受
用
ゼ
て
い
た
か
を
調
べ

る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
三

つ
め
に
、
具
体
的
な
心
性
本
浄
説
は
見
出

せ
な
く
て
も
、
仏
音
が
考
え
て
い
る
心
性
論
或

い
は
心
論
を
窺
う

こ
と

が
可
能
で
あ
る
資
料
を
探
し
て
検
討
す
る
こ
と
も
意
味
の
あ
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
紙
数
の
関
係
で
す
べ
て
は
論
じ
き
れ
な
い
の
で
、
本

稿
で
は
三

つ
め
の
問
題
に
絞

っ
て
、
仏
音
の
解
釈
を
中
心
に
し
て
、
上

(2
)
 

座
部
の
心
性
本
浄
説
に
関
し
て
検
討
し
て
み
た

い
。

パ
ー
リ
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
で
は
、
『
論
事
』
が
種

々
の
異
説

を
紹
介
し

て
い
る
が
、
有
貧
瞑
痴
心
が
解
脱
す
る
と
主
張
す
る
部
派
を
批
判
す
る

(3
)
 

一
節

が

あ

る
。

こ
れ

に
対

し

仏

音

は
、

そ

の
註

釈
書

で

「
今
、

解

脱

論

と

称

さ

れ

る
も

の
が

あ

る
。

そ

こ
に

お

い

て
、

あ

る
者

た

ち

に

は

"
離

貧

心

に

は

解

脱

の
た

め

の
目

的

と

い
う

も

の
が

な

い
。

ち

ょ
う

ど

、
汚

れ

た

衣

服

が
洗

わ

れ

る

と

き

に
垢

か

ら

き

れ

い
に

な

る

よ

う

に
、

そ

の

よ

う

に

有

貧

心

が
貧

か

ら
解

脱

す

る

の
で

あ

る
"

と

い

う

邪

執

が

あ

(4
)
 

る
。

そ
れ
は
た
と
え
ば
ア
ン
ダ
カ
派

(
n
dba
K
a
)
の
も

の
で
あ
る
」

と
批
判
し
て
い
る
。

こ
の
部
分
で
は
心
性
本
浄
説

に
は
全
く
言
及
し
て

い
な
い
が
、

こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
主
張
は
、

大
衆
部
系
の
心
性
本

浄
説

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と

い
う

の
は
、

こ
れ
が
、

『婆
沙
論
』
が

一
心
相
続
論
者
の
邪
執
と
し
て
斥

け
て
い
ゐ
主
張
と
非

常
に
よ
く
似
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち

「有
随
眠
心
と
無
随
眠
心
と
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は
、
其
の
性
は
異
な
ら
ず
。
聖
道
が
現
前
し
て
煩
悩
と
相
違
す
れ
ば
心

性
と
違
わ
ず
。
煩
悩
を
対
治
せ
ん
が
為
に
し
て
、
心
を
対
治
す
る
に
は

非
ざ
る
な
り
。
院
衣
.
磨
鏡
-
冒錬
金
等
の
如
く
、
物
は
垢
等
と
相
違
す

る
も
衣
等

と
は
違
わ
ず
。
聖
道
も
亦
た
爾
な
り
。
(中
略
)
此
の
心
は
、

有
随
眠
と
無
随
眠
と
の
時
異
な
る
と
錐
も
、
而
も
性
は
是
れ

一
な
り
。

衣
鏡
金
等
が
未
だ
洗
磨
錬
等
さ
れ
ざ
る
時
有
垢
衣
等
と
名
つ
く
る
も
、

若
し
洗
磨
錬
等
し
已
わ
ら
ば
無
垢
衣
等
と
名
つ
く
る
が
如
し
。
有
無
垢

等
の
時
異
な
る
こ
と
有
り
と
難
も
、
而
も
性
に
は
別
無
し
。
心
も
亦
た

(5
)
 

是
の
如
し
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
直
接
心
性
本
浄
説

や
客
塵
煩
悩
説
を
説
く
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

こ
れ
が
大
衆
部
の
心
性

本
浄
説
と
全
く
等
し
い
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
現
象
心
の
他
に
本

質
心
で
あ
る
心
性
を
は

っ
き
り
と
認
め
た
上
で
、
そ
の
本
質
は
煩
悩
に

汚
さ
れ
て
い
る
と
き
で
も
汚
さ
れ
て
い
な
い
と
き
で
も
変
わ
ら
な
い
と

言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
実
質
的
に
は
心
性
本
浄
説
で
あ
る
と
見
徹
し
て

よ
い
と
思
う
。
と
く
に
、
両
者
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
、
本
来

き
れ
い
で
あ
り
な
が
ら
現
在
汚
れ
て
い
る
も
の
を
洗

っ
て
元
通
り
に
す

る
と
い
う
轄
喩
は
、
後
世
に
至
る
ま
で
心
性
本
浄
説
や
如
来
蔵
説
で
用

い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
仏
音
は
、
先
の

『
論
事
註
』
で
有
貧
心
が
解
脱
す
る
と
い
う

説
を
批
判

し
て
い
る
が
、
『
婆
沙
論
』
で
の
一
心
相
続
論
者

の
心
性
本

浄
説
は

「
煩
悩
を
対
治
す
る
の
で
あ

っ
て
、
心
を
対
治
す
る
の
で
は
な

い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
有
貧
心
が
解
脱
す
る
と
い
う
立
場
、

即
ち
仏
音
に
批
判
さ
れ
る
立
場
で
あ
る
。
解
脱

す

る
の
が
有

貧

心
か

無
貧
心
か
と
い
う
問
題
は
、
『
婆
沙
論
』
を
は
じ
め
、
部
派

仏
教

の
文

献
で
は
論
争
の
恰
好
の
材
料
と
な

っ
て
お
り
、
有
貧

心
が
解
脱
す

る

と
主
張
す
る
心
性
本
浄
論
者
を

『
婆
沙
論
』
は
批
判
し
て
い
る
。
し
た

が

っ
て
、
心
性
本
浄
説
を
認
め
な
い
立
場
は
有
食
心
解
脱
説
を
も
認
め

な
い
こ
と
に
な
り
、
上
座
部
や
有
部

の
よ
う
に
刹
那
滅
説
に
基
づ
く
心

心
所
相
応
説
を
主
張
す
る
立
場
は
、
相
続
心
に
基
づ
く
心
性
本
浄
説
と

は
相
容
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の

こ
と
は
、
先
に
引
用
し

た

『
論
事
註
』
に
お
い
て
仏
音
が
批
判
し
て
い

る
有
貧

心
解
脱
論

者

が
、
心
性
本
浄
説
ら
し
き
説
を
主
張
し
て
い
る

こ
と
と
合
致

し
て

い

る
。
た
だ

『
論
事
註
』
の
批
判
相
手
が
ア
ン
ダ

カ
派

で
あ
る

の
に
対

し
、
『婆
沙
論
』
の
そ
れ
は

一
心
相
続
論
者
或
い
は
分
別
論
者
で
あ
り
、

こ
の
点
が

一
致
し
な
い
が
、
仏
音
に
よ
れ
ば
ア

ン
ダ
カ
派
は
大
衆
部
中

(7
)
 

の
四
部
派
の
総
称
で
あ
り
、
『
婆
沙
論
』
に
よ
れ
ば

一
心
相

続
論
者
、

分
別
論
者
と
も
大
衆
部
に
非
常
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
両
者
が

同
じ
主
張
を
す
る
こ
と
は
納
得
し
得

る
。
ま
た

『論
事
』
は
、
「
心
は

一
日
乃
至
八
万
四
千
劫
の
間
住
す
る
」
と
い
う
異
説

を
否

定

し
て
お

り
、

こ
れ
に
対
し

『
論
事
註
』
は
、
「
"同

一
の
心
が
長
い
間
住
す
る
の

で
あ
る
"
と
い
う
邪
執
は
、
た
と
え
ば
現
在
で
は
、
先
程
批
判
さ
れ
た

ア

ン
ダ

カ
派

の
も

の

で
あ

る
」

と
言

っ
て

い

る
。

こ
れ

は

、

ア

ン
ダ

カ

派

が
相

続

心

を

主

張

し

て

い
た

こ
と

と
、

仏

音

が

そ
れ

を

否

定

し

て

い

た

こ
と

と
を

示

す

。

し
た

が

っ
て
、

ア

ン

ダ

カ

派

と

一
心

相

続

論

者

パ
ー
リ
上
座
部

の
心
性

本
浄
説
に

つ
い
て

(藤
 

田
)
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パ
ー
リ
上
座
部

の
心
性
本
浄
説

に

つ
い
て

(
藤
 

田
)

(
"
心
性
本
浄
論

者
)

と
が

同

系

で
あ

る

こ
と
を

推

測

さ

せ
.

仏

音

が

心

性

本

浄

説

を

否

定

し

て

い
た

こ
と

の
傍

証
ザに
な

る

と
思

わ

れ

る
。

以

上

の

よ
う

に
.

上

座

部

に

は

心
性

本

浄

説

に
関

す

る
文

献

が

な

い

に
も

拘

ら

ず
.

『
論

事

註

』

が
.

心
性

本
浄

説

と
見

倣

し

て

よ

い
説
.

さ

ら

に

は

そ
れ

と
関

係

の
深

い
有

貧

心
解

脱

説

や

相

続

心
を

批

判

し

て

い

る

こ
と

か
ら
.

仏

音

は

心
性

本

浄

説

を
認

め

て

い

な

か

っ
た
.

と
考

え

ら

れ

る

の

で
あ

る
。

1
 
現
在

の
と

こ
ろ
.

水
野
弘

元
氏

の

「
心
性
本
浄

の
意
味
」
(
『
印
仏
研
』

二
○
-

一
)
が
最

も
詳

し

い
研

究

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
上
座
部

の
心
性

本
浄
説

に

つ
い
て
.

水
野
氏
は
消

極
的
な
清
浄
説
.

即

ち
清
浄

の
意
味

は

無
記

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
他

の
心
性

本
浄
説

研

究

者

は
.
『
増
支
部
』

に

心
性
本
浄
説

が
あ
る
と

い
う

こ
と

で
.
そ
れ
を
伝

え
た
上
座
部

に
お

い
て

も

こ
の
説

を
認

め
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
.
積
極

的
に

肯
定

し
た
学
者

も
積

極
的
に
否

定
し
た
学
者
も
い
な
い
。

な
お
筆

者
は
.

原
始
仏
教

に
は
心
性

本
浄

説
を
認
め
な

い
立
場

で
あ
る
。
拙
稿

「
原

始
仏

教

の
心
性
本
浄
説

に

つ
い
て
」

(『
仏
教
学
』

第

一
四
号
)

を
参
照

。

2
 
詳

し
く
は
.
他

の
二
点
も
含

め

て
別

の
機
会

に
論

じ

る

つ
も

り

で

あ

る
。

な
お
拙
稿

「
部

派
仏
教

の
心
性

本
浄
説

に

つ
い
て
」
(
『
禅
学
研
究
』

第

六
五
号
)

も
参

照
。

3
 
K
a
g
e
r
.
 
v
o
l
.
 
5
5
6
4
1

こ
こ
で
は
た

と
え
ば

〃
sa

a
m

d
 
c
i
t
-

ta
m

v
m
n
c
c
a
t
.有
貧

心
が
解

脱
す
る
"
と
い
う
よ
う

な
考
え
方
を
批
判

し
て

い
る
。

5
 
大
正

二
七
-

一
一
○

上
。

6
 

こ
こ
で
の
批
判
相
手

で
あ
る
心
性

本
浄
論

者
と
は
分
別
論
者

の
こ
と

で

あ
る
が
.
『
婆
沙
論
』

は
.
世
尊

の

「
心
は
貧
瞑
痴
よ
り
解
脱
す
る
」
と
い

う
言
葉

を
有
貧

心
が
解
脱

す
る

の
で
あ
る
と
解
釈
す
る
分
別
論
者

を
批
判

し
て
.
「
離
食
瞑
痴
心

が
解
脱

を
得
す

る
な
り
」

と

言

っ
て

い
る
。
そ

の

理
由

は

「
貧
瞑
痴

が
未

だ
断

ぜ
ら
れ
ず
ん
ば
心

は
解
脱

せ
ず
。
食

瞑
痴
が

断

ぜ
ら
れ
れ
ば
心
は
便

ち
解
脱

す
る
な
り
」
と

い
う
も

の
で
あ
る

(
大
正

二
七
-

一
四
○
中
-

下
)
。

さ
ら
に
同
-

一
四
五
中

で
も
.

已
解

脱

心

が

解
脱

す
る
と
し
て

い
る
。

7
 
f
h
g
w
e
f
v
k
.
「
ア

ン
ダ

カ
派

と

は
東

山

住

部
g
h
e
k
f
n
d
.
西
山

住

部

p
a
pa
sd
帯
鋤
.
王

山

部
r
t
h
e
t
f
d
t
.義

成

部

s
d
d
b
a
tt

K

で
あ
る
」
。

10
 
『
論

事
註
』

に
よ
れ
ば
.
東

山
住
部
.

西
山
住
部
が

一
切
有

為

法

の
刹

那
滅

を
説

き
.
仏
音

に
批
判

さ
れ
て

い
る

(
一
九
八
頁
)
。
し

た

が

っ
て

仏
音

は
.

心
は
刹
那
滅

で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
.

心
以
外
で
は
刹
那
滅

で

な

い
法

の
存
在

も
認

め
て

い
た
.

と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
上
座
部

の
場
合

は
.

心
に
関

し
て
も
.
有
部

の
よ
う
に

一
刹
那

に
生
住
異
滅

の
四
相
を
含

ま
せ
る
厳
密
な
刹
那
滅
説

で
は
な

い
の
で
.
心
性
本
浄
説

の
相
続
心

は
認

め
な

い
と
は

い
え
.
多
刹
那

の
問

住
す
る
と

い
う
解
釈
も
成
立
す
る

と
思

わ
れ
る
。

(
早
稲

田
大
学

大
学

院
)
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