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本
書
は
、
京
都
大
學
人

科
學
硏
究
所
に
お
い
て
、
二
〇
〇
五
年
四
月
よ
り
二
〇
一
一
年
三
月
ま
で
の
六
年
間
に
わ
た
っ
て
行
わ

れ
た
共
同
硏
究
班
「
眞
諦
三
藏
と
そ
の
時
代
」
の
成
果
報
吿
書
で
あ
る
。

　

本
硏
究
班
が
何
を
行
い
、
何
を
目
指
し
た
か
に
つ
い
て
、
本
硏
究
班
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
揭
げ
た
硏
究
班
の
趣
旨
說
明
の
短

は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。「
本
硏
究
班
は
、六
世
紀
の
眞
諦
三
藏
を

と
し
て
、彼
の
地
理
的
な
動
き
や
佛
敎
僧
と
し
て
の
位
置
づ
け
、

そ
の
時
代
背
景
、
多
樣
な
宗
敎
事
情
等
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
し
ば
し
ば
四
大
翻
譯
家
の
ひ
と
り
に
數
え
ら
れ
る
眞
諦
は
、
正
量
部

と
い
う
部
派
と
密
接
な
關
係
が
あ
る
一
方
で
、
敎
理
學
的
に
は
說
一
切
有
部
の
『
俱
舍
論
』
を
重
視
し
、
大
乘
佛
敎
徒
と
し
て
は
唯

識
思
想
を
宣
揚
す
る
と
い
う
複
合
的
な
立
場
に
立
つ
。硏
究
班
で
は
特
に
翻
譯
作
成
時
に
作
成
さ
れ
た
眞
諦
自
身
の
注
釋
に
注
目
し
、

佚

を
回
收
し
讀
解
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
眞
諦
の
活
動
に
イ
ン
ド
佛
敎
と
中
國
佛
敎
の
雙
方
か
ら
新
た
な
理
解
を
試
み
る
」。

　

以
上
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
若
干
の
說
明
を
補
足
し
て
お
こ
う
。
眞
諦
が
他
の
漢
譯
者
と
は
は
っ
き
り
と
異
な
る
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト

が
あ
る
。
そ
れ
は
他
の
漢
譯
者
が
漢
譯
作
業
の
み
に
從
事
し
た
の
に
對
し
て
、
眞
諦
が
し
ば
し
ば
自
ら
注
釋

獻
を
作
成
し
た
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
眞
諦
に
は
眞
諦
譯
と
眞
諦
撰
と
が
存
在
し
た
。
本
硏
究
班
で
は
、
關
心
の
焦
點
を
絞
る
た
め
、
旣
に
あ
る
程
度
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
眞
諦
譯
で
は
な
く
、
硏
究
が
進
ん
で
い
な
い
眞
諦
撰
の

獻
に
特
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
特
徵
を
照
出

す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
た
だ
、
か
か
る
眞
諦
撰
諸

獻
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
殘
っ
て
い
た
な
ら
ば
事
は
比

的
容
易
で
單
純
だ
っ

た
で
あ
ろ
う
が
、
殘
念
な
こ
と
に
眞
諦
自
身
の
著
作
は
後
の
歷
史
の
中
で
失
わ
れ
、
ほ
と
ん
ど
現
存
を
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
例

外
的
に
幸
運
な
こ
と
に
、
眞
諦
說
の
一
部
は
、
後
の
時
代
の
著
作
、
た
と
え
ば
後
人
に
よ
る
關
連
す
る
內
容
の
注
釋

獻
等
に
引
用
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さ
れ
る
形
で
、
具
體
的
內
容
を
部
分
的
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
關
す
る
ま
と
ま
っ
た
硏
究
は
こ
れ
ま
で
殆

ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
か
か
る
狀
況
の
も
と
、「
眞
諦
三
藏
と
そ
の
時
代
」
硏
究
班
で
は
眞
諦
の
佚

を
厖
大
な
大
藏
經
全
體

か
ら
抽
出
回
收
し
、
そ
れ
を
整
理
し
て
譯
注
を
作
成
す
る
作
業
を
每
回
の
課
題
と
し
た
。
そ
の
成
果
た
る
眞
諦
三
藏
佚

集
成
に
つ

い
て
は
目
下
出
版
の
準
備
を
進
め
て
い
る
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
硏
究
成
果
と
し
て
、
眞
諦
の
意
義
を
幾
つ
か
の
硏
究
領
域
か
ら
考
察

し
た
論

十
二
篇
を
集
め
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

　

本
書
の
末
尾
に
付
す
「
眞
諦
三
藏
關
係
主
要
硏
究
一
覽
」
か
ら
窺
わ
れ
る
通
り
、
近
代
に
お
け
る
眞
諦
硏
究
は
、
一
九
三
〇
年
代

に
出
版
さ
れ
た
宇
井
伯
壽
の
硏
究
を
嚆
矢
と
す
る
。
こ
れ
を
承
け
て
、
そ
の
後
も
、
眞
諦
に
つ
い
て
は
唯
識
思
想
な
い
し
唯
識
と
密

接
に
關
係
す
る
如
來
藏
思
想
を
視
點
と
し
た
硏
究
が
な
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
眞
諦
の
傳
記
に
注
目
す
る
史
學
的
硏
究
が
殆
ど
で

あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
硏
究
は
今
も
繼
續
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
古
來
、
眞
諦
は
唯
識
・
如
來
藏
思
想
と
の
關
連
か
ら
、
か
の

名
高
き
『
大
乘
起
信
論
』
の
漢
譯
者
と
し
て
も
注
目
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
比

的
近
年
、
二
三
の
興
味
深
い
硏
究
史
的

展
開
な
い
し
變
化
が
見
ら
れ
る
。
一
つ
は
、『
大
乘
起
信
論
』
硏
究
の
蓄
積
と
進
展
に
よ
り
、
そ
れ
を
眞
諦
の
譯
と
見
な
す
立
場
が

む
し
ろ
少
數
派
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
本
硏
究
班
も
基
本
的
に
同
じ
理
解
に
立
ち
、『
大
乘
起
信
論
』
を
硏
究
班
に
お
け

る
直
接
的
檢
討
項
目
か
ら
外
す
こ
と
と
し
た
。
近
年
に
見
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
大
き
な
硏
究
史
的
展
開
は
、
イ
ン
ド
部
派
佛
敎
硏
究

と
の
關
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
九
九
〇
年
代
よ
り
、
イ
ン
ド
の
正
量
部
說
を
傳
え
る
も
の
と
し
て
眞
諦
譯
に
注
目
す
る
複
數
の
重

要
な
硏
究
が
、
並
川
孝
儀
氏
、
岡
野
潔
氏
ら
の
人
々
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
こ
の
硏
究
傾
向
は
今
も
續
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
近
年
の
動

向
を
踏
ま
え
、
本
書
は
、
眞
諦
を
唯
識
思
想
を
中
心
と
す
る
人
物
と
認
め
る
一
方
で
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
彼
の
多
面
的
活

動
を
歷
史
の
中
に
重
層
的
に
位
置
づ
け
る
べ
く
、
眞
諦
の
新
た
な
意
義
を
探
究
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

共
同
硏
究
班
「
眞
諦
三
藏
と
そ
の
時
代
」
の
活
動
に
お
け
る
本
書
所
收
論

の
位
置
を
以
下
ご
く
簡
潔
に
說
明
し
て
お
こ
う
。

　

船
山
徹
「
眞
諦
の
活
動
と
著
作
の
基
本
的
特
徵
」
は
、眞
諦
說
を
多
面
的
に
扱
う
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
基
礎
づ
け
と
し
て
の
、
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あ
る
意
味
で
本
書
の
總
論
的
な
考
察
で
あ
る
。
眞
諦
佚

の
意
義
と
具
體
的
な
關
連
諸

獻
を
扱
う
。
眞
諦
說
は
、成
立
當
初
か
ら
、

イ
ン
ド
語
に
基
づ
く
イ
ン
ド
佛
敎
と
漢
語
に
基
づ
く
中
國
佛
敎
と
が
複
合
し
た
混
淆
的
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

石
井
公
成
「
眞
諦
關
與

獻
の
用
語
と
語
法
│
│
Ｎ
Ｇ
Ｓ
Ｍ
に
よ
る
比

分
析
」
は
、
從
來
型
の

獻
硏
究
の
蓄
積
の
上
に
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
に
よ
る
新
た
な
分
析
の
可
能
性
を
開
く
硏
究
で
あ
る
。
眞
諦
譯
の
中
で
も
『
隨
相
論
』『
十
八
空
論
』『
顯
識
論
』

が
語
法
的
に
近
似
し
、『
佛
性
論
』
に
は
特
異
な
語
法
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
、『
佛
性
論
』
が
近
年
の
硏
究
成
果
と
は
相
反
し
て

『
大
乘
起
信
論
』
と
何
ら
か
の
關
連
を
有
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
問
題
提
起
が
な
さ
れ
る
。
ま
た
眞
諦
譯
と
し
て
傳
わ
る

獻
で

は
な
い
が
、
從
來
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
失
譯
『
三
彌
底
部
論
』
に
眞
諦
譯
と
の
關
連
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

從
來
の
唯
識
硏
究
を
さ
ら
に
推
し
進
め
、イ
ン
ド
佛
敎
と
の
關
連
か
ら
新
た
な
提
言
を
す
る
硏
究
と
し
て
、本
書
は
、大
竹
晉
「
眞

諦
『
九
識
章
』
を
め
ぐ
っ
て
」、
同
「
眞
諦
譯
の
瞿
波
『
大
乘
唯
識
論
義
疏
』（
散
逸
）
を
め
ぐ
っ
て
」、
室
寺
義
仁
「
眞
諦
撰
『
攝

大
乘
論
義
疏
』
佚

に
見
る
「
佛
子
」
と
し
て
の
大
乘
菩
薩
に
つ
い
て
の
眞
諦
說
」
の
三
篇
を
收
め
る
。
大
竹
論

二
篇
は
、
眞
諦

特
有
の
ア
マ
ラ
識
說
を
述
べ
る
獨
立
著
作
で
あ
る
『
九
識
章
』（『
九
識
義
記
』
と
も
）
お
よ
び
天
親
『
大
乘
唯
識
論
』
に
對
す
る
失

わ
れ
た
イ
ン
ド
の
一
注
釋
を
佚

と
共
に
取
り
上
げ
、
他
に
は
見
ら
れ
な
い
イ
ン
ド
唯
識
說
を
傳
え
る
眞
諦
の
貴
重
な
情
報
と
し
て

信
賴
で
き
る
内
容
で
あ
る
こ
と
を
論
ず
る
。
室
寺
論

は
、
唯
識
思
想
家
と
し
て
眞
諦
が
最
も
重
視
し
た
無
著
『
攝
大
乘
論
』
と
そ

の
注
釋
で
あ
る
天
親
（
世
親
）『
說
大
乘
論
釋
』
に
對
す
る
眞
諦
自
身
の
注
釋
『
攝
大
乘
論
義
疏
』
を
取
り
上
げ
、
宇
井
說
を
再
檢

討
し
、世
親
說
と
相
違
す
る
箇
所
を
指
摘
し
、眞
諦
說
に
お
け
る
「
信
」
と
「
慧
」
の
重
要
性
、「
佛
子
」
の
意
義
づ
け
等
に
着
目
し
、

內
容
分
析
す
る
。

　

同
じ
く
イ
ン
ド
佛
敎
に
關
し
て
、
イ
ン
ド
の
唯
識
學
と
の
つ
な
が
り
と
し
て
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
傳
統
佛
敎
に
お
け
る
律
（
ヴ
ィ

ナ
ヤ
）
の
面
か
ら
論
ず
る
論
考
が
、
生
野
昌
範
「
眞
諦
譯
『
律
二
十
二
明
了
論
』
の
特
徴
」
で
あ
る
。
正
量
部
の
保
持
し
た
律
（
い

わ
ゆ
る
廣
律
）
が
現
存
し
な
い
點
で
我
々
は
硏
究
手
法
上
の
制
約
を
追
う
。
生
野
論

は
細
心
の
注
意
を
は
ら
い
な
が
ら
、
具
體
的
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な
三
箇
所
に
卽
し
て
正
量
部
說
と
他
部
派
の
律
の
共
通
點
と
相
違
點
を
論
ず
る
。
ま
た
眞
諦
の
戒
律
用
語
の
特
異
性
に
つ
い
て
は
、

一
部
で
あ
る
が
、
上
揭
船
山
論

に
も
考
察
が
あ
る
（
第
三
節
（
二
）「
正
量
部
の
戒
律
用
語
」
參
照
）。

　

以
上
は
主
に
イ
ン
ド
佛
敎
史
に
お
け
る
眞
諦
の
價
値
を
論
ず
る
諸
論
で
あ
る
が
、
他
方
、
中
國
佛
敎
に
お
け
る
眞
諦
の
意
義
に
つ

い
て
も
從
來
の
硏
究
を
補
足
す
べ
き
點
は
多
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
本
書
は
、
中
西
久
味
「
吉
藏
に
お
け
る
眞
諦
說
引
用
を
め
ぐ
っ
て

│
そ
の
一
試
論
」、
池
田
將
則
「
道
基
の
生
涯
と
思
想
│
│
敦
煌
出
土
『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
卷
第
三
（
Ｓ
二
七
七
＋
Ｐ
二
七
九
六
）

「
四
善
根
義
」
を
中
心
と
し
て
」、
齋
藤
智
寛
「
法
相
宗
の
禪
宗
批
判
と
眞
諦
三
藏
│
│
敦
煌

書
ス
タ
イ
ン
二
五
四
六
『
妙
法
蓮
華

經
玄
贊
鈔
（
擬
）
と
『
眞
諦
沙
門
行
記
』」、M

ichael Radich, “External Evidence Relating to W
orks A

scribed to Param
ārtha, 

w
ith a Focus on Traditional C

hinese C
atalogues” 

の
四
篇
を
收
め
る
。
中
西
論

は
、
眞
諦
と
格
別
の
關
係
に
あ
っ
た
と
傳
え
ら

れ
る
三
論
宗
の
祖
吉
藏
を
扱
い
、
吉
藏
に
お
け
る
眞
諦
說
引
用
の
諸
特
徵
を
檢
討
し
、
さ
ら
に
引
用
と
は
明
記
せ
ず
に
水
面
下
で
は

相
當
依
據
し
て
い
た
可
能
性
を
も
指
摘
す
る
。
池
田
論

は
、
道
基
傳
と
敦
煌
寫
本
の
一
阿
毘
逹
磨

獻
に
注
目
し
、
眞
諦
の
唯
識

說
を
受
容
し
た
直
後
の
敎
理
學
的
狀
況
を
、
玄
奘
に
よ
る
イ
ン
ド
唯
識
の
更
な
る
新
展
開
の
直
前
頃
の
實
態
と
し
て
、
寫
本
資
料
か

ら
具
體
的
に
檢
討
す
る
。
齋
藤
論

は
、
眞
諦
が
禪
に
與
え
た
影

と
い
う
未
開
拓
の
分
野
に
つ
い
て
禪
佛
敎
批
判
に
お
け
る
眞
諦

の
イ
メ
ー
ジ
お
よ
び
使
わ
れ
方
を
吿
げ
る
一
寫
本
資
料
を
分
析
し
、
本
來
の
姿
と
は
や
や
異
な
る
で
あ
ろ
う
後
代
の
眞
諦
觀
を
明
ら

か
に
す
る
。
ラ
デ
ィ
ッ
チ
論

は
、
眞
諦
關
連
の
經
錄
（
經
典
目
錄
）
の
變
遷
の
模
樣
に
注
目
し
、
特
に
眞
諦
說
の
根
幹
を
形
成
す

る
『
決
定
藏
論
』『
轉
識
論
』『
顯
識
論
』
の
三
論
書
に
つ
い
て
經
錄
情
報
の
問
題
を
指
摘
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
上
揭
石
井
論

に
も

中
國
佛
敎
に
お
け
る
眞
諦
說
の
意
義
が
論
ぜ
ら
れ
る
。

　

眞
諦
說
は
日
本
で
も
重
視
さ
れ
た
。
寺
院

書
や
目
錄
の
類
に
は
注
目
す
べ
き
眞
諦
關
連
の
記
錄
が
少
な
く
な
い
。
藤
井
淳
「
日

本
古

書
・
諸
目
錄
に
殘
る
眞
諦
關
係
著
作
の
情
報
に
つ
い
て
」
は
、
眞
諦
說
の
日
本
傳
播
に
關
す
る
原
資
料
を
調
査
し
、
現
時
點

で
我
々
が
知
り
得
る
書
誌
學
的
情
報
と
そ
の
限
界
に
つ
い
て
批
判
的
檢
討
を
加
え
る
。



序

vii

　

意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
眞
諦
說
は
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
に
も
影

を
與
え
た
。
そ
れ
は
、
唐
初
の
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』

に
引
用
さ
れ
る
眞
諦
の
ア
マ
ラ
識
說
（
大
竹
晉
「
眞
諦
『
九
識
章
』
を
め
ぐ
っ
て
」
參
照
）
に
基
づ
く
。
加
納
和
雄
「
チ
ベ
ッ
ト
撰

述

獻
に
傳
わ
る
眞
諦
の
九
識
說
│
│
ツ
ォ
ン
カ
パ
著
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
と
そ
の
周
邊
」
は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
眞
諦
說
の

受
容
と
批
判
に
つ
い
て
、
先
行
硏
究
と
そ
の
問
題
點
を
ま
と
め
、
さ
ら
に
新
た
な
資
料
と
そ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
新
知
見
を
提
供
す
る
。

從
來
、
眞
諦
硏
究
は
主
に
中
國
佛
敎
硏
究
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
他
方
、
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
硏
究
者
は
漢
譯
に
な
じ
み
が
な
い
と
い
う

現
狀
の
も
と
、
加
納
論

は
、
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
か
ら
眞
諦
說
の
意
義
を
照
射
す
る
と
い
う
新
機
軸
を
出
す
。

　

以
上
、
本
硏
究
班
の
活
動
全
體
か
ら
見
た
本
書
收
錄
各
論

の
意
義
を
簡
潔
に
說
明
し
た
が
、
い
ず
れ
も
各
論

の
一
面
を
筆
者

の
理
解
し
た
限
り
で
紹
介
し
た
に
す
ぎ
ず
、
も
と
よ
り
內
容
の
正
確
な
要
約
で
は
な
い
。
詳
細
は
、
各
論

お
よ
び
英

摘
要
を
ご

覽
い
た
だ
き
た
い
。

　

硏
究
班
の
發
足
當
初
に
揭
げ
た
課
題
に
對
し
て
本
書
の
成
果
が
ど
の
程
度
ま
で
應
え
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
讀
者
の
判
斷
を
仰
ぎ

た
い
。
硏
究
班
の
世
話
役
と
し
て
筆
者
は
自
ら
の
非
力
と
怠

を
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
本
書
に
お
い
て
各
論

が
追
求
し
よ

う
と
し
た
事

に
は
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
事

を
多
少
な
り
と
も
刷
新
す
る
面
が
あ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

　

本
書
の
出
版
に
當
た
り
、
京
都
大
學
人

科
學
硏
究
所
の
共
同
利
用
・
共
同
硏
究
據
點
の
活
動
の
一
環
と
し
て
、
平
成
二
十
三
年

度
據
點
經
費
の
助
成
を
受
け
た
。
關
係
各
位
に
對
し
、
こ
こ
に
謝
意
を
表
す
る
。

　
　
　
　

二
〇
一
二
年
三
月

船　

山　
　

徹
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1

眞
諦
の
活
動
と
著
作
の
基
本
的
特
徵（

１
）

船　

山　
　

徹

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
六
世
紀
中
頃
の
梁
末
陳
初
に
活
躍
し
た
イ
ン
ド
人
論
師
、
眞
諦
（
四
九
九
〜
五
六
九
）
に
よ
る
著
作
活
動
の
基
本
的
特

徵
の
解
明
を
課
題
と
す
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
眞
諦
は
中
國
佛
敎
史
に
お
け
る
主
要
な
漢
譯
者
の
一
人
で
あ
る
が
、
彼
は
諸
經
論
の

翻
譯
作
業
を
行
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
經
論
の
注
釋

│
そ
れ
は
し
ば
し
ば
譯
本
の
分
量
を
上
回
っ
た

│
を
自
ら
の
言
葉
で

述
べ
た
と
記
錄
さ
れ
る
。
そ
の
點
に
お
い
て
、
彼
の
活
動
に
は
他
の
翻
譯
者
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
鳩
摩
羅

什
や
玄
奘
は
『
金
剛
般
若
經
』
を
漢
譯
し
た
が
、
彼
ら
は
自
身
に
よ
る
注
釋
を
何
も
作
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
對
し
て
眞
諦
は
、
眞

諦
譯
『
金
剛
般
若
經
』
と
眞
諦
撰
『
金
剛
般
若
疏
』
を
作
成
し
た
こ
と
が
、
樣
々
な

獻
に
記
錄
さ
れ
て
い
る
。
眞
諦
自
身
の
諸
注

釋
は
殘
念
な
が
ら
殆
ど
散
佚
し
て
し
ま
い
現
存
し
て
い
な
い
が
、
後
代
の
注
釋
書
の
類
か
ら
、
あ
る
程
度
ま
で
は
回
收
可
能
で
あ
る
。

　

本
稿
で
主
と
し
て
着
目
し
た
い

獻
は
、
眞
諦
の
漢
譯

│
眞
諦
譯

│
で
は
な
く）

2
（

、
眞
諦
自
身
の
著
作

│
眞
諦
撰
の

獻

│
お
よ
び
關
連
の
事
象
で
あ
る
。
眞
諦
の
敎
理
學
的
特
徵
や
思
想
內
容
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
本
稿
で
は



2

そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ）

3
（

、
そ
の
基
盤
を
形
成
す
る
、
よ
り
一
般
的
な
事

に
注
意
を
向
け
て
み
た
い
。
そ
れ
ら
に
と
り
わ
け
著
目
し
た

い
理
由
は
何
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
の
眞
諦
硏
究
が
し
ば
し
ば
彼
の
所
譯
經
論
の
み
を
取
り
上
げ
、
し
か
も
主
に
瑜
伽
行
派
の
敎

理
學
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
新
た
な
眞
諦
硏
究
へ
の
一
つ
の
視
座
と
し
て
眞
諦
の
著
作
の
特
徵
が
あ
る

程
度
ま
で
解
明
で
き
れ
ば
、
そ
の
成
果
は
、
翻
っ
て
眞
諦
所
譯

獻
や
彼
の
思
想
を
今
後
更
に
硏
究
す
る
た
め
の
一
助
と
な
る
で
あ

ろ
う
。

一　

眞
諦
の
傳
記

（
一
）
史
料

　

最
初
に
、
眞
諦
の
傳
記
と
し
て
い
か
な
る
史
料
が
あ
る
か
、
眞
諦
の
事
績
に
は
い
か
な
る
特
徵
が
あ
る
か
を
見
て
お
き
た
い
。
周

知
の
よ
う
に
、
眞
諦
の
傳
記
と
譯
經
に
つ
い
て
は
、
夙
に
宇
井
伯
壽
が
『
印
度
哲
學
硏
究
第
六
』
に
收
め
る
「
眞
諦
三
藏
の
硏
究
」

（
一
九
三
〇
年）

4
（

）
に
お
い
て
綿
密
な
考
察
を
行
っ
た）

5
（

。
そ
の
直
後
、蘇
公
望
（
蘇
晉
仁
）
が
北
京
で
出
版
さ
れ
た
佛
敎
系
の
雜
誌
『
微

妙
聲
』
に
「
眞
諦
三
藏
譯
述
考
」（
一
九
三
六
〜
三
七
年
）、「
眞
諦
三
藏
年
譜
」（
一
九
三
七
〜
四
〇
年
）
を
連
載
し
た）

6
（

。
そ
れ
ら
は

宇
井
說
の
中
國
語
版
と
言
っ
て
も
よ
い
程
に
宇
井
に
多
く
を
依
據
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
宇
井
と
蘇
公
望
を
基
に
、
湯
用
彤

は
名
著
『
漢
魏
兩
晉
南
北
朝
佛
敎
史
』（
一
九
三
八
年
）
の
第
二
十
章
の
中
の
「
眞
諦
之
年
歷
」
と
い
う
項
を
草
し
た
。
更
に
後
の

硏
究
も
、
殆
ど
の
場
合
、
何
ら
か
の
形
で
宇
井
說
に
基
づ
い
て
い
る）

7
（

。
同
樣
に
本
稿
も
ま
た
宇
井
に
多
く
を
負
う
が
、
近
年
の
硏
究

の
進
展
に
よ
っ
て
宇
井
說
を
補
足
修
正
す
べ
き
點
も
少
な
く
な
い
。

　

ま
ず
、
眞
諦
の
傳
に
關
す
る
基
礎
事
項
を
見
て
お
き
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
眞
諦
は
唐
の
道
宣
『
續
高
僧
傳
』
卷
一
に
立
傳
さ
れ



眞諦の活動と著作の基本的特徵

3

て
い
る
が
、
そ
れ
に
先
行
す
る
史
料
と
し
て
以
下
の
も
の
も
重
要
で
あ
る
。

・
陳
・
慧
愷
「
攝
大
乘
論
序
」（
大
正
三
一
・
一
一
二
中
〜
一
一
三
中
＝
一
五
二
下
〜
一
五
三
中
）

・
同
「
阿
毘
逹
磨
俱
舍
釋
論
序
」（
大
正
二
九
・
一
六
一
上
〜
中
）

・
同
「
大
乘
唯
識
論
後
記
」（
大
正
三
一
・
七
三
下
）

・
同
「
律
二
十
二
明
了
論
後
記
」（
大
正
二
四
・
六
七
三
下
）

・
陳
・
法

「
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
後
記
」（
大
正
八
・
七
六
六
中
〜
下）

8
（

）

・
未
詳
作
者
「
廣
義
法
門
經
跋

」（
大
正
一
・
九
二
二
上
）。

・
未
詳
作
者
「
勝
天
王
般
若
波
羅
蜜
經
序
」（
聖
語
藏
、
房
山
石
經
、
敦
煌
寫
本）

9
（

）

・
未
詳
作
者
（
僧
隱
？
）「
金
光
明
經
序
」（
聖
語
藏）

10
（

）

・
隋
・
彥
琮
「
合
部
金
光
明
經
序
」（
大
正
一
六
・
三
五
九
中
〜
下
）

・
隋
・
費
長
房
『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
九
（
大
正
四
九
・
八
七
下
〜
八
八
中
）、
同
卷
十
一
（
九
八
下
〜
九
九
上
）

・
同
卷
十
二
・
新
合
金
光
明
經
八
卷
の
條
（
未
詳
作
者
「
金
光
明
經
序
」
と
彥
琮
「
合
部
金
光
明
經
序
」
と
の
同

を
含
む
。
大
正

四
九
・
一
〇
五
下
〜
一
〇
六
上
）

・
陳
・
曹
毘
「
三
藏
歷
傳
」。
ま
た
「
曹
毘
三
藏
傳
」「
曹
毘
別
歷
」「
曹
毘
眞
諦
傳
」
と
も
表
記
。
散
佚
。（『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
九
〔
大

正
四
九
・
八
八
上
〕、
同
卷
十
一
〔
九
九
上
〕、『
續
高
僧
傳
』
卷
一
・
法
泰
傳
附
曹
毘
傳
〔
大
正
五
〇
・
四
三
〇
中
〕、『
大
唐
內
典
錄
』

卷
四
〔
大
正
五
五
・
二
六
六
上
〕）。

・
陳
・
僧
宗
「
行
狀
」。
散
佚
。（『
續
高
僧
傳
』
卷
一
・
拘
那
羅
陀
傳
に
「
宗
公
別
著
行
狀
、
廣
行
於
世
」
と
言
及
さ
れ
る
〔
大
正

五
〇
・
四
三
〇
中
〕）



4

　

傳
に
よ
れ
ば
、
眞
諦
が
は
じ
め
て
中
國
の
領
土
に
到
着
し
た
の
は
梁
の
大
同
十
二
年 （
五
四
六
） 

、
四
十
八
歲
の
時
で
あ
り
、
到

來
地
は
廣
州
南
海
郡
（
現
在
の
廣
東
省
廣
州
）
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
の
も
た
ら
し
た
イ
ン
ド
佛
敎
の
新
情
報
の
下
限
は
さ
し

あ
た
り
五
四
六
年
と
な
る
。
た
だ
更
に
嚴
密
を
期
す
な
ら
ば
、
彼
は
イ
ン
ド
を
離
れ
て
か
ら
廣
州
に
到
來
す
る
閒
に
扶
南
國
（
現
在

の
カ
ン
ボ
ジ
ア
一
帶）

11
（

）
に
滯
在
し
て
い
る
か
ら
、
彼
の
も
た
ら
し
た
イ
ン
ド
佛
敎
に
關
す
る
情
報
や

獻
の
成
立
下
限
は
、
實
際
は

五
四
六
年
よ
り
も
更
に
以
前
と
な
ろ
う
。
今
は
假
に
五
四
〇
年
頃
を
想
定
し
て
お
き
た
い
。

（
二
）
眞
諦
の
名
前
に
つ
い
て

　

彼
の
名
に
つ
い
て
は
、『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
一
に
「
西
天
竺
の
優
禪
尼
（
ウ
ッ
ジ
ャ
イ
ニ
ー Skt. U

jjayinī, P
āli U

jjenī, P
kt. 

U
jenī, etc.

）
國）

12
（

の
三
藏
法
師
波
羅
末
陀
、
梁
に
眞
諦
と
言
う
」（
大
正
四
九
・
九
九
上
）
と
あ
る
。
こ
こ
に 

パ
ラ
マ
ー
ル
タ Skt. 

Param
ārtha, P

āli Param
attha 

に
對
應
す
る
名
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
慧
愷
「
攝
大
乘
論
序
」
に
は
「
三
藏
法
師
有
り
、
是

れ
優
禪
尼
國
の
婆
羅
門
種
に
し
て
、姓
は
頗
羅
墮
（B

hāradvāja/B
haradvā

）
13
（ja

）、名
は
拘
羅
那
他
（
ク
ラ
ナ
ー
タ K

ulanātha 

）
な
り
。

此
土
に
翻
譯
す
れ
ば
稱
し
て
親
依
と
曰
う
」（
大
正
三
一
・ 

一
一
二
下
＝
一
五
二
下
）
と
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
彼
の
名
は
『
歷
代

三
寶
紀
』
卷
九
（
大
正
四
九 

・ 

八
八
上
）、『
續
高
僧
傳
』
卷
一
本
傳
（
大
正
五
〇
・
四
二
九
下
）
お
よ
び
以
後
の

獻
に
お
い
て
は
、 

la 

音
「
羅
」
と na 

音
「
那
」
と
が
音
位
轉
換
（m

etathesis
）
を
起
こ
し
て
「
拘
那
羅
陀
」
と
も
表
記
さ
れ
る
が
そ
れ
は
正
し
く
な
く
、

慧
愷
の
表
記
「
拘
羅
那
他
」
こ
そ
が
正
し
い
。「
拘
羅
那
他
」
の
最
後
の

字
「
他
」
は
「
陀
」
と
表
記
す
る
場
合
も
あ
る
が
、「
他
」

の
方
が
望
ま
し
い
。
ま
た
「
拘
」
を
「
呴
」
と
書
く

獻
も
あ
る
。
音
譯
に
は
「
親
依
」
の
ほ
か
、「
家
依
」
と
す
る
資
料
も
あ
る
。

た
だ
し
ナ
ー
タ
（nātha 

守
護
者
）
と
結
び
つ
く
時
に
ク
ラ
（K

ula 

親
、
家
）
が
何
を
意
圖
す
る
か
を
示
す
資
料
は
な
く
、
名
前
の

意
味
が
あ
ま
り
明
ら
か
で
な
い
。
ま
た
こ
れ
と
眞
諦
と
い
う
別
名
と
の
關
係
も
實
は
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
。
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慧
愷
（
五
一
八
〜
五
六
八
）
は
智
愷
と
も
い
う
。
眞
諦
の
高
弟
の
一
人
で
あ
り
、
譯
場
に
參
席
し
た
人
物
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
言

は
最
も
信
賴
に
値
す
る
。
慧
愷
の
傳
と
し
て
は
『
高
僧
傳
』
卷
一
・
法
泰
傳
附
智
愷
傳
が
あ
る
（
大
正
五
〇
・
四
三
一
中
）。
俗
姓
は

曹
氏
で
あ
る
。
な
お
、『
歷
代
三
寶
紀
』
の
眞
諦
三
藏
傳
の
も
と
に
な
っ
た
「
三
藏
歷
傳
」（
上
述
參
照
）
を
書
い
た
眞
諦
の
在
家
の

弟
子
に
曹
毘
が
い
る
。
曹
毘
は
生
沒
年
未
詳
で
あ
る
が
、
眞
諦
の
「
菩
薩
戒
弟
子
」

│
菩
薩
戒
（
を
受
戒
し
た
在
家
）
の
佛
弟
子

│
で
あ
り）

14
（

、
慧
愷
の
「
叔
子
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
九
、
大
正
四
九
・
八
八
上
二
七
。『
續
高
僧
傳
』
卷
一
、

大
正
五
〇 

・ 

四
三
一
中
二
四
）。
曹
毘
と
慧
愷
は
父
方
の
從
兄
弟
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ
に
分
か
る
。

（
三
）
イ
ン
ド
に
お
け
る
活
動
地
お
よ
び
修
學
地

　

直
前
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
眞
諦
傳
に
お
い
て
彼
の
出
身
地
は
ウ
ッ
ジ
ャ
イ
ニ
ー
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
信
じ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
問
題
は
、
眞
諦
の
說
が
ウ
ッ
ジ
ャ
イ
ニ
ー
で
形
成
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
か
、
彼
は
イ
ン
ド
の
他
の
ど
の
地
域
と
も
關
係
し
な

か
っ
た
か
と
い
う
點
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
確
證
が
な
い
。
本
傳
は
、
彼
が
扶
南
に
至
る
ま
で
に
諸
國
を
歷
遊
し
た
こ
と
を

述
べ
る
が
、
具
體
的
地
名
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
フ
ラ
ウ
ワ
ル
ナ
ー
は）

15
（

、
眞
諦
に
特
有
の
ア
マ
ラ
識
の
槪
念
を
め
ぐ
り
、
そ
れ

を
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
の
唯
識
敎
理
學
と
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
。し
か
し
こ
れ
は
少
し
問
題
が
あ
る
。確
か
に
ウ
ッ
ジ
ャ
イ
ニ
ー
は
ヴ
ァ

ラ
ビ
ー
と
地
理
的
に
近
い
場
所
に
は
あ
る
。
し
か
し
眞
諦
傳
を
見
る
限
り
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
彼
の
活
動
地
と
し
て
言
及
さ
れ
る
の

は
ウ
ッ
ジ
ャ
イ
ニ
ー
だ
け
で
あ
り
、
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
へ
の
言
及
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
（Valabhī, Vallabhī, Valabhipura

）
は
現
在
の
カ
テ
ィ
ア
ワ
ル
半
島
の
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
ワ
ラ Vala, W

ala

（
バ
ー

ヴ
ナ
ガ
ル B

havnagar 

近
郊
）
に
比
定
さ
れ
る
。
後
代
の
玄
奘
系
の

獻
に
よ
れ
ば）

16
（

、
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
で
は
『
唯
識
三
十
頌
』
に
注
釋

し
た
十
論
師
の
中
に
數
え
ら
れ
る
安
慧
（
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
）
と
德
慧
（
グ
ナ
マ
テ
ィ
）
が
活
躍
し
た
と
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
德
慧
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は
安
慧
の
師
と
言
わ
れ
、
眞
諦
譯
と
さ
れ
る
『
隨
相
論
』（
大
正
一
六
四
一
番
、
ま
た
後
述
第
五
節
（
一
）
參
照
）
は
德
慧
法
師
造

と
さ
れ
る
か
ら
、こ
こ
に
眞
諦
と
の
關
わ
り
を
想
定
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
眞
諦
が
實
際
に
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
を
訪
れ
て
修
學
し
た
の
か
、

そ
れ
と
も
故
地
ウ
ッ
ジ
ャ
イ
ニ
ー
に
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
か
ら
同
時
代
的
唯
識

獻
が
も
た
ら
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
何
ら
情
報
が
な
い
。

こ
の
意
味
で
眞
諦
と
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
と
の
關
係
を
想
定
す
る
と
假
定
し
て
も
、
關
係
が
直
接
的
か
閒
接
的
か
と
い
う
點
を
め
ぐ
っ
て
は

若
干
の
愼
重
さ
を
保
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
四
）
所
屬
部
派

　

次
に
眞
諦
の
所
屬
部
派
に
つ
い
て
は
、
眞
諦
自
身
が
そ
れ
を
明
言
し
て
い
る
箇
所
は
見
當
た
ら
な
い
が
、
正
量
部
で
あ
っ
た
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
先
行
硏
究
に
お
い
て
既
に
あ
る
程
度
は
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
所
屬
部
派
は
重
要
な

論
點
の
一
つ
で
あ
る
の
で
、
今
そ
れ
を
確
定
的
に
す
る
た
め
に
、
さ
し
あ
た
り
以
下
の
三
つ
の
根
據
を
示
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
眞
諦
譯
『
律
二
十
二
明
了
論
』（
單
に
『
明
了
論
』
と
も
。
大
正
一
四
六
一
番
）
は
、
正
量
部
の
佛
陀
多
羅
多
法
師
の

作
と
さ
れ
る
（
大
正
二
四
・
六
六
五
中）

17
（

）。
こ
こ
に
、
眞
諦
と
正
量
部
の
關
係
を
、
律
を
觀
點
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。『
明

了
論
』
が
正
量
部

獻
で
あ
る
こ
と
は
、
跋

情
報
だ
け
で
な
く
、
テ
キ
ス
ト
の
內
的
證
據
か
ら
も
言
え
る
。
す
な
わ
ち
『
明
了
論
』

に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
修
道
論
の
用
語
と
し
て
、「
忍
・
名
・
相
・
世
第
一
法
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
正
量
部
そ
の
他
の
犢
子
部
系
諸

派
の
修
道
論
に
特
徵
的
な
用
語
で
あ
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る）

18
（

。
因
み
に
「
忍
・
名
・
相
・
世
第
一
法
」
と
は
、
見
道
に
至

る
直
前
の
「
順
決
擇
分
」
あ
る
い
は
「
四
善
根
位
」
と
呼
ば
れ
る
段
階
で
あ
り
、
說
一
切
有
部
の
階
位
說
に
お
け
る
「
煖
・
頂
・
忍
・

世
第
一
法
」
に
當
た
る
。
眞
諦
が
も
た
ら
し
た
律

獻
が
正
量
部
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
最
も
自
然
に
考
え
れ
ば
、
眞
諦

は
正
量
部
に
所
屬
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
何
ら
か
の
偶
發
的
理
由
か
ら
正
量
部

獻
を
も
た
ら
し
た
可
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能
性
も
排
除
で
き
な
い
か
ら
、
單
に
こ
れ
だ
け
の
理
由
で
は
眞
諦
と
正
量
部
の
關
連
性
は
十
分
に
確
實
と
は
言
え
な
い）

19
（

。
そ
こ
で
眞

諦
と
正
量
部
の
つ
な
が
り
を
示
す
更
な
る
根
據
を
以
下
に
擧
げ
て
お
こ
う
。

　

眞
諦
の
所
屬
部
派
を
正
量
部
と
す
べ
き
第
二
の
根
據
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
眞
諦
は
、
譯
や
著
作
の
一
部
に
お
い
て
イ
ン
ド
の

諸
部
派
の
見
解
を
紹
介
す
る
際
に
、
し
ば
し
ば
正
量
部
に
言
及
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
眞
諦
と
正
量
部
の
密
接

な
關
係
を
裏
打
ち
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
と
り
わ
け
、
ア
ラ
ニ
ヤ
を
め
ぐ
る
諸
部
派
の
說
を
紹
介
す
る
眞
諦
の
發
言
を
後
に
紹
介

す
る
が
（
第
四
節
（
一
）
參
照
）、
そ
こ
に
お
い
て
眞
諦
自
身
の
說
が
說
一
切
有
部
や
上
座
部
の
說
で
は
な
く
、
正
量
部
の
說
を
基

に
し
て
い
る
こ
と
は
特
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
眞
諦
說
が
正
量
部
說
の
延
長
上
に
あ
る
こ
と
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
正
量
部
に
特
有
の
說
や
術
語
に
基
づ
く

獻
は
ほ
か
に
も
あ
る
。
た
と
え
ば
右
に
見
た
「
忍
・
名
・
相
・
世
第
一
法
」
は
、

眞
諦
譯
『
顯
識
論
』（
大
正
一
六
一
八
番
）
の
う
ち
に
、
否
定
す
べ
き
他
者
の
說
と
し
て
で
は
な
く
、
本
論
作
者
の
自
說
と
し
て
現

れ
る
（
大
正
三
一
・
八
七
九
中
）。『
顯
識
論
』
が
純
粹
な
翻
譯
で
は
な
く
、
眞
諦
に
よ
る
注
釋
的
要
素
を
有
す
る

獻
で
あ
っ
て
、

イ
ン
ド
語
で
は
な
く
漢
語
に
依
存
し
た

章
を
含
む
こ
と
は
後
述
す
る
（
第
二
節
（
二
）、
第
五
節
（
二
）
參
照
）。
こ
れ
を
眞
諦
に

よ
る
一
種
の
講
義
錄
と
見
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
も
眞
諦
と
正
量
部
の
密
接
な
關
係
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
說
は
婆

藪
跋
摩
造
・
眞
諦
譯
『
四
諦
論
』
卷
四
に
も
同
定
可
能
で
あ
る
。
同
論
に
は
、
四
念
處
・
四
正
勤
・
四
如
意
足
・
五
根
・
五
力
・
八

聖
道
・
七
覺
分
か
ら
成
る
三
十
七
助
覺
（
三
十
七
菩
提
分
法
）
と
修
行
階
位
を
對
應
づ
け
る
一
節
が
あ
る
。
そ
の
箇
所
を
三
十
七
助

覺
の
各
項
目
に
「　

」
を
付
し
、
修
行
階
位
を
太
字
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
對
應
を
示
す
な
ら
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
四
念
處
」
觀
是
初
發
行
位
、
卽
解
脫
分
。「
四
正
勤
」
名
忍
位
。「
四
如
意
足
」
是
名
位
。「
五
根
」
名
相
位
。「
五
力
」
名
第

一
法
位
。
此
四
通
名
決
了
位
。「
八
聖
道
」
名
見
位
。「
七
覺
分
」
名
修
位
。
盡
智
無
生
智
名
究
竟
位
。（
大
正
三
二
・
三
九
九
中
）

發
行
位
と
い
う
修
行
の
出
發
點
を
示
す
階
位
（
こ
こ
で
は
「
解
脫
分
」
と
も
稱
さ
れ
る
）
の
後
、
忍
・
名
・
相
・
世
第
一
法
が
順
に

示
さ
れ
、
次
に
見
位
（
見
道
）
と
修
位
（
修
道
）
が
續
き
、
最
終
の
究
竟
位
に
到
逹
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
こ
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れ
が
『
四
諦
論
』
に
お
い
て
承
認
す
べ
き
自
說
と
し
て
展
開
さ
れ
て
お
り
、
反
論
者
の
見
解
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
說
は
同
じ
對
應
付
け
を
說
く
眞
諦
譯
『
阿
毘
逹
磨
俱
舍
釋
論
』
卷
十
八
・
分
別
聖
道
果
人
品
に
示
さ

れ
る
說
一
切
有
部
說
（
大
正
二
九
・
二
八
四
上
一
八
行
「
釋
曰
」
以
下
）
と
比

す
る
と
き
、
特
異
性
が
更
に
明
瞭
と
な
ろ
う
。
以

上
に
よ
り
『
四
諦
論
』
も
ま
た
正
量
部
ま
た
は
そ
れ
と
同
系
の
部
派
の
見
解
を
傳
え
る

獻
で
あ
る
こ
と
が
言
え
る
。
因
み
に
言
え

ば
、『
四
諦
論
』
は
樣
々
な
固
有
名
詞
（
人
名
、
經
典
名
、
部
派
名
）
が
見
ら
れ
る
點
に
お
い
て
も
極
め
て
興
味
深
い
が
そ
の
詳
細

な
解
明
は
今
後
の
課
題
と
し
て
殘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、『
四
諦
論
』
に
は
通
常
の
翻
譯

獻
の
常
識
か
ら
外
れ
る
要
素
が
見
ら
れ

る
點
も
注
目
さ
れ
る
（
後
述
第
四
節
（
五
）
も
參
照）

20
（

）。

　

以
上
の
三
點
よ
り
、
眞
諦
と
正
量
部
の
結
び
つ
き
は
偶
然
で
は
な
く
、
眞
諦
說
の
根
幹
と
關
わ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
を
最

も
自
然
に
明
解
に
說
明
す
る
方
法
は
、
眞
諦
は
正
量
部
に
所
屬
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
一
般
に
、
漢
譯
語
「
正
量
部
」
に
對
應
す
る
梵
語
に
は
サ
ン
マ
テ
ィ
ー
ヤSā̆ṃ

m
atīya

と
サ
ン
ミ
テ
ィ
ー
ヤSā̆ṃ

m
itīya 

の

二
者
が
あ
る
が
、
眞
諦
と
關
連
す
る
部
派
名
は
後
者
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
眞
諦
譯
『
部
執
異
論
』
に
お
い
て
當
該
部
派
が
「
正

量
弟
子
部
」（
大
正
四
九 

・ 

二
〇
中
一
三
行
）
と
意
譯
さ
れ
、「
三
眉
底
與
部
」（
二
二
下
一
四
行
）
と
音
譯
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

確
定
で
き
る
。「
眉
」
はm

i

音
を
示
し
、m

a

音
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
は
小
乘
部
派
の
一
で
あ
る
正
量
部
と
眞
諦
の
つ
な
が
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
眞
諦
は
、正
量
部
の
律
を
受
戒
し
て
比
丘
と
な
り
、

そ
し
て
日
々
の
實
生
活
は
正
量
部
の
規
定
に
基
づ
い
て
生
活
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
眞
諦
と
つ
な
が
る
の
は
正
量
部
だ
け

で
は
な
い
。
思
想
的
立
場
に
目
を
轉
ず
る
な
ら
ば
、
小
乘
の
別
な
部
派
で
あ
る
說
一
切
有
部
や
、
大
乘
の
瑜
伽
行
派
（
瑜
伽
行
唯
識

派
）
と
の
つ
な
が
り
が
重
要
と
な
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
彼
が
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
說
一
切
有
部
の
『
俱
舍
論
』（
大
正
一
五
五
九

番A
bhidharm

akośa[ -bhāṣya]

）
と
瑜
伽
行
派
の
無
著
造
『
攝
大
乘
論
』
三
卷
（
大
正
一
五
九
三
番 M

ahāyānasaṃ
graha

）
お
よ

び
そ
の
天
親
釋
『
攝
大
乘
論
釋
』
十
五
卷
（
大
正
一
五
九
五
番
）
の
翻
譯
・
解
說
に
精
力
を
傾
け
た
こ
と
は
、
や
は
り
重
視
し
な
い
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わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
こ
に
眞
諦
と
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
（Vasubandhu

）
の
密
接
な
關
係
が
知
ら
れ
る
。

　

更
に
言
え
ば
、
眞
諦
に
よ
り
年
代
的
に
近
接
す
る
論
師
と
し
て
は
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
（D

ignāga/ D
iṅnāga 

陳
那
、
四
八
〇
〜

五
四
〇
頃
）
を
擧
げ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
眞
諦
譯
と
し
て
は
、『
無
相
思
塵
論
』
一
卷
（
大
正
一
六
一
九
番
、 

Ā
lam

banaparīkṣā

）、『
解
捲
論
』
一
卷
（『
解
拳
論
』
と
も
表
記
。
大
正
一
六
二
〇
番
。*H

astavāla-prakaraṇa

）
が
あ
る）

21
（

。
た
だ
し
、

眞
諦
が
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
晩
年
に
至
る
ま
で
の
全
著
作
を
知
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
る）

22
（

。

　

デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
思
想
的
立
場
は
、
現
代
の
硏
究
者
の
用
語
を
用
い
る
な
ら
ば
「
經
量
瑜
伽
行
總
合
學
派
」
で
あ
る
が
、
彼
も
ま

た
『
俱
舍
論
』
の
本

を
拔
粹
し
た
綱
要
書 *A

bhidharm
akośavṛtti M

arm
apradīpa-nām

a （『
要
點
の
燈
と
名
づ
け
る
ア
ビ
ダ
ル

マ
俱
舍
論
釋
』、
チ
ベ
ッ
ト
語
譯
と
し
て
現
存
。
北
京
五
五
九
六
番
）
を
編
纂
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
俱
舍
論
』
を
重
視
し
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
說
一
切
有
部
で
は
な
く
犢
子
部
の
師
の
も
と
で
受
戒
し
て
僧
と
な
っ
た
と
す
る
傳
承）

23
（

が
あ
る

こ
と
は
、
眞
諦
の
立
場
を
考
え
る
際
に
も
參
考
と
な
る
。
つ
ま
り
、
五
〜
六
世
紀
頃
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
說
一
切
有
部
の
敎
理
學

と
大
乘
の
瑜
伽
行
唯
識
說
を
採
用
し
な
が
ら
も
、
出
身
な
い
し
所
屬
部
派
は
有
部
以
外
で
あ
っ
た
論
師
が
相
當
數
存
在
し
た
可
能
性

を
我
々
は
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
正
量
部
は
犢
子
部
系
の
四
部
派
の
一
と
分
類
さ
れ
る
か
ら
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
と
犢
子
部

の
關
係
を
認
め
て
よ
い
な
ら
ば
、『
俱
舍
論
』
や
唯
識
思
想
と
の
つ
な
が
り
と
い
う
點
に
お
い
て
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
と
眞
諦
に
は
共

通
性
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
眞
諦
の
敎
說
に
は
部
派
情
報
と
し
て
注
目
す
べ
き
事

が
他
に
も
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
三
節
で
檢
討
を
加
え
る
。

（
五
）
眞
諦
の
行
脚
と
始
興
郡

　

既
に
見
た
よ
う
に
、
眞
諦
は
梁
の
大
同
二
年
（
五
四
六
）、
四
十
八
歲
の
時
に
初
め
て
廣
州
に
到
着
し
た
。
そ
の
後
、
彼
は
建
康
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に
入
っ
た
が
、
折
し
も
侯
景
の
亂
に
遭
遇
し
た
た
め
、
や
む
な
く
建
康
を
離
れ
、
南
朝
各
地
を
轉
々
と
移
動
し
な
が
ら
、
そ
の
都
度
、

支
援
者
（
檀
越
）
の
動
向
と
連
動
し
つ
つ
、
瑜
伽
行
派
の
典
籍
を
中
心
に
、
譯
經
を
斷
續
的
で
は
あ
る
が
意
欲
的
に
遂
行
し
た
。

　

眞
諦
の
訪
れ
た
土
地
は
『
續
高
僧
傳
』
の
本
傳
や
關
連
の
各
種
經
序
な
ら
び
に
『
歷
代
三
寶
紀
』
の
眞
諦
譯
經
リ
ス
ト

│
た
だ

し
地
名
に
は
同
定
不
明
の
も
の
や
疑
問
の
餘
地
の
あ
る
も
の
も
あ
る

│
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
。
い
ま
『
續
高
僧
傳
』
卷
一
の
本
傳

に
見
え
る
地
名
を
そ
の
表
記
の
ま
ま
に
列
擧
す
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
西
天
竺
國
優
禪
尼
國
、
扶
南
、
楞
伽
修
國
、
都
（
建

康
、
建
業
、
金
陵
、
楊
都
。
現
在
の
南
京
）、
富
春
（
富
春
縣
。
現
在
の
浙
江
省
富
陽
）、
豫
章
（
豫
章
郡
。
現
在
の
江
西
省
南
昌
）、

新
吳
、
南
康
（
南
康
郡
。
現
在
の
江
西
省
贛
州
）、
始
興
（
始
興
郡
。
現
在
の
廣
東
省
韶
關
の
東
北
）、
臨
川
郡
（
現
在
の
江
西
省
撫

州
の
臨
川
）、
晉
安
郡
（
現
在
の
福
建
省
福
州
）、
梁
安
郡
（
現
在
の
福
建
省
南
安
の
豐
州）

24
（

）、
廣
州
な
い
し
南
海
郡
（
さ
ら
に
ま
た

嶺
南
、
南
越
）。
以
上
の
う
ち
、
彼
の
最
も
重
要
な
活
動
據
點
は
廣
州
で
あ
っ
た）

25
（

。
そ
し
て
廣
州
と
建
康
を
つ
な
ぐ
內
陸
ル
ー
ト
で

あ
る
廣
州

│
始
興

│
大
庾
嶺

│
南
康

│
豫
章

│
江
州

│
建
康
を
往
き
來
し
た
。
廣
州
か
ら
北
上
し
て
始
興
郡
を
經
て

更
に
北
上
す
る
こ
の
道
は
一
般
人
に
も
用
い
ら
れ
た
が
、
廣
州
に
い
る
要
人
を
建
康
に
招
聘
す
る
時
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
た
と
推
定

さ
れ
、
僧
傳
に
お
い
て
は
『
高
僧
傳
』
卷
三
・
求
那
跋
摩
傳
に
言
及
が
あ
る）

26
（

。
ま
た
『
高
僧
傳
』
卷
一
・
曇
摩
耶
舍
傳
に
付
傳
さ
れ

る
竺
法
度
は
南
康
で
生
ま
れ
た
人
物
で
あ
り
、
法
度
の
活
動
は
、
廣
州
か
ら
南
康
に
至
る
移
動
が
背
景
と
な
っ
て
い
る）

27
（

。
後
に
唐
の

鑑
眞
も
一
度
こ
の
ル
ー
ト
を
通
っ
て
い
る）

28
（

。

　

以
下
に
、
眞
諦
傳
の
直
接
的
關
連
を
一
時
離
れ
て
、
眞
諦
の
地
理
的
な
移
動
經
路
を
檢
討
す
る
上
で
も
っ
と
も
重
要
な
大
庾
嶺
を

南
北
に
越
え
る
ル
ー
ト
に
觸
れ
て
お
き
た
い
。

　

眞
諦
ら
が
廣
州
か
ら
北
上
し
、
緩
や
か
に
標
高
の
高
ま
る
地
域
を
通
り
、
始
興
か
ら
大
庾
嶺
越
え
の
た
め
に
と
っ
た
經
路
は
、
恐
ら

く
は
現
在
「
梅
關
古
道
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
所
か
、
そ
の
近
邊
で
あ
ろ
う
。
梅
關
古
道
は
、
唐
の
開
元
年
閒
、
張
九
齡
（
六
七
八
〜

七
四
〇
）
が
そ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
た
舊
道
を
擴
張
整
備
し
た
こ
と
に
よ
り
人
物
往
來
と
物
資
移
動
が
急
激
に
增
加
し
た
と
さ
れ
る
。
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大
庾
嶺
の
標
高
（
海
拔
一
千
メ
ー
ト
ル
程
）
と
比

す
る
と
、
梅
關
古
道
は
、
高
さ
は
あ
ま
り
な
く
、
海
拔
四
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
人
が
步
い
て
支
障
な
く
山
越
え
す
る
こ
と
が
十
分
可
能
な
高
さ
で
あ
る
。
そ
し
て
梅
關
古
道
よ
り
南
方
は
、

廣
州
に
至
る
ま
で
、
現
在
の
河
川
名
で
言
え
ば
珠
江
水
系
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
一
方
、
梅
關
古
道
を
越
え
て
北
上
し
、
更
に
東
北

に
進
む
と
、南
康
に
至
る
。
そ
し
て
こ
の
邊
り
か
ら
は
贛
江
に
よ
っ
て
豫
章
郡
に
至
り
、さ
ら
に
そ
こ
か
ら
は
廬
山
を
經
て
江
州
（
現

在
の
江
西
省
九
江
）
に
至
り
、
そ
こ
か
ら
長
江
を
下
っ
て
建
康
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
。
要
す
る
に
、
廣
州
と
建
康
を
む
す
ぶ
內
陸

ル
ー
ト
は
、
大
庾
嶺
を
境
に
、
南
は
珠
江
水
系
、
北
は
長
江
に
注
ぐ
支
流
河
川
の
水
系
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
舟
で
移
動
す
る
こ
と
も

可
能
な
場
所
で
あ
る
。
鑑
眞
の
傳
か
ら
も
水
系
を
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る
移
動
の
樣
子
が
知
ら
れ
る）

29
（

。
眞
諦
關
連
の
資
料
に
は
彼
が

舟
を
用
い
た
こ
と
を
示
す
積
極
的
證
據
は
見
出
せ
な
い
が
、
眞
諦
お
よ
び
彼
の
一
行
も
ま
た
、
す
べ
て
の
內
陸
ル
ー
ト
を
步
い
た
の

で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
水
運
を
利
用
し
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
六
）
眞
諦
傳
の
一
齣

│
眞
諦
と
自
殺

　

眞
諦
傳
の
う
ち
、
僧
傳
に
記
載
さ
れ
る
の
が
稀
な
事

に
自
殺
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
敎
と
異
な
り
、
佛
敎
の
場
合
は
自
殺
に
對
す

る
態
度
に
振
幅
が
あ
る
が
、
イ
ン
ド
佛
敎
が
自
殺
を
完
全
に
禁
止
し
て
い
な
い
の
は
事
實
で
あ
る
。
實
際
、
自
殺
を
行
っ
た
阿
羅
漢

の
こ
と
な
ど
が
經
典
に
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
た
だ
、
漢
語
で
書
か
れ
た
僧
傳
の
場
合
、
僧
傳
は
多
く
聖
者
傳
と
し
て
の
性
格
を

有
す
る
こ
と
と
も
關
わ
り
、
高
僧
の
自
殺
の
こ
と

│
も
ち
ろ
ん
所
謂
「
捨
身）

30
（

」
は
例
外
で
あ
る
が

│
を
あ
か
ら
さ
ま
に
記
錄
す

る
こ
と
は
珍
し
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
眞
諦
傳
に
お
け
る
以
下
の
記
述
は
注
目
に
値
す
る
。

至
光
大
二
年
六
月
、
諦
厭
世
浮
雜
、
情
弊
形
骸
、
未
若
佩
理
資
神
、
早
生
勝
壤
、
遂
入
南
海
北
山
、
將
捐
身
命
。
時
智
愷
正
講

『
俱
舍
』、
聞
吿
馳
往
。
道
俗
奔
赴
、
相
繼
山
川
。
刺
史
又
遣
使
人
、
伺
衞
防
遏
、
躬
自
稽
顙
、
致
留
三
日
、
方
紆
本
情
、
因
爾
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迎
還
、
止
于
王
園
寺
。（
大
正
五
〇
・
四
三
〇
上
〜
中
）

光
大
二
年
（
五
六
八
）
六
月
、
眞
諦
は
世
俗
の
ご
た
ご
た
を
嫌
い
、
氣
持
ち
が
肉
體
の
故
に
疲
弊
す
る
よ
り
、
理
の
ま
ま
に
精

神
を
補
佐
し
て
早
く
優
れ
た
所
に
生
ま
れ
變
わ
る
方
が
ま
し
で
あ
る
と
思
い
、
か
く
し
て
南
海
の
北
山
に
入
り
、
命
を
捨
て
よ

う
と
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
智
愷
は
ま
さ
に
（
師
の
譯
し
た
）『
俱
舍
論
』
を
講
じ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
知
ら
せ
を

聞
い
て
馳
せ
參
じ
た
。
出
家
も
在
家
も
走
り
赴
き
、
山
河
に
人
が
連
な
っ
た
。
刺
史
（
廣
州
刺
史
歐
陽
紇
）
は
更
に
使
者
を
派

遣
し
て
、樣
子
を
窺
い
ま
も
り
（
自
殺
を
）
防
ぎ
止
め
、自
ら
額
を
地
に
付
け
て
禮
拜
し
て
三
日
閒
引
き
と
ど
め
た
と
こ
ろ
、（
眞

諦
は
）
よ
う
や
く
元
の
氣
持
ち
を
曲
げ
、
街
に
迎
え
ら
れ
て
戾
り
、
王
園
寺
に
滯
在
し
た
。

以
上
の
う
ち
、
眞
諦
が
『
俱
舍
論
』
を
講
じ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、『
續
高
僧
傳
』
卷
一
・
法
泰
傳
付
智
愷
傳
に
對
應
記
事
が
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
智
愷
（
慧
愷
）
は
智
慧
寺
に
て
光
大
元
年
か
ら
『
俱
舍
論
』
の
講
義
を
始
め
、
二
年
八
月
二
十
日
に
病
に
な
り
、
同

年
五
十
一
歲
で
逝
去
し
た
（
大
正
五
〇
・
四
三
一
中
）。
そ
れ
故
、
眞
諦
が
自
殺
を
圖
っ
た
の
は
光
大
二
年
六
月
か
ら
八
月
二
十
日
の

閒
と
推
定
さ
れ
る
。
王
園
寺
が
廣
州
に
あ
っ
た
こ
と
は
『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
九
（
大
正
四
九
・
八
八
中
七
〜
八
行
）
よ
り
知
ら
れ
る
。

　

た
だ
、
こ
こ
に
記
述
さ
れ
る
自
殺
の
動
機
を
ど
の
よ
う
に
解
釋
す
べ
き
か
は
恐
ら
く
見
解
が
分
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
現
代
で
い
う

と
こ
ろ
の
鬱
病
に
よ
る
自
殺
が
六
朝
時
代
の

獻
に
は
明
確
に
記
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
眞
諦
は
精
神
的
に
健
常
な
狀
態
で
自
殺
を

企
圖
し
た
の
か
、極
度
の
神
經
衰
弱
な
い
し
鬱
病
の
よ
う
な
狀
態
を
事
件
の
背
後
に
想
定
す
べ
き
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
眞
諦
が
修
行
僧
と
し
て
自
殺
を
肯
定
し
た
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
。
本
傳
に
は
眞
諦
が
一
度
な
ら
ず
中
國
を
離
れ
て
イ
ン
ド

に
戾
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
大
正
五
〇
・
四
三
〇
上
三
〜
六
行
、
一
二
〜
一
八
行
）。
同
じ
こ
と
は
直
弟
子
の
慧
愷
が

記
し
た
「
阿
毘
逹
磨
俱
舍
釋
論
序
」（
大
正
二
九
・
一
六
一
中
一
〜
五
行
）
と
「
攝
大
乘
論
序
」（
大
正
三
一
・
一
一
二
下
一
七
〜
一
八

行
）
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
侯
景
の
亂
の
後
、
中
國
內
陸
の
各
地
を
轉
々
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
眞
諦
に
と
っ
て
、
中
國
は
安
樂

の
地
と
は
な
り
得
ず
、
常
に
歸
郷
の
念
を
抱
き
續
け
た
と
し
て
も
、
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
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さ
ら
に
言
え
ば
、
僧
傳
は
一
種
の
聖
者
傳
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
立
傳
さ
れ
る
人
物
は
み
な
「
悟
っ
た
」
人
で
あ
る
と
我
々
は
思

い
が
ち
で
あ
る
が
、
實
は
そ
う
で
は
な
い
。
ご
く
一
部
の
例
外
を
除
け
ば
、
僧
侶
と
い
え
ど
も
惱
み
を
も
っ
た
生
身
の
人
閒
で
あ
っ

た
。
佛
敎
の
修
行
論
に
基
づ
い
て
悟
り
を
規
定
す
る
な
ら
ば
、
大
乘
の
場
合
、
何
ら
か
の
眞
理
を
體
得
し
て
聖
者
と
な
る
の
は
初
地

以
上
で
あ
り
、
初
地
に
至
ら
な
い
者
は
凡
夫
に
分
類
さ
れ
る
。
一
般
に
僧
傳
に
お
い
て
、
初
地
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
階
位
に
上
っ

た
と
さ
れ
る
修
行
者
の
數
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
る
の
で
あ
る）

31
（

。
眞
諦
傳
に
お
い
て
も
彼
が
い
わ
ゆ
る
聖
者
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
明

確
な
記
錄
は
な
い
。
但
し
、先
の
自
殺
未
遂
の
約
半
年
後
の
こ
と
と
し
て
彼
の
逝
去
を
吿
げ
る
次
の
一
節
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
太
建
元
年
遘
疾
、
少
時
遺
訣
嚴
正
勗
示
因
果
、
書
傳
累
紙
、
其

付
弟
子
智
休
。
至
正
月
十
一
日
午
時
遷
化
。
時
年
七
十
有

一
。
明
日
於
潮
亭
焚
身
起
塔
。
十
三
日
、
僧
宗
法
准
等
、
各
齎
經
論
、
還
返
匡
山
。（
大
正
五
〇
・
四
三
〇
中
）

太
建
元
年
（
五
六
九
）、（
眞
諦
は
）
病
氣
に
な
り
、
少
し
し
て
遺
言
を
し
た
た
め
た
。
そ
れ
は
嚴
肅
に
因
果
の
理
を
說
き
示
し

た
も
の
で
あ
り
、
書
き
記
し
た
も
の
は
何
紙
に
も
及
ん
だ
。（
眞
諦
は
）
そ
れ
を
弟
子
の
智
休
に
預
け
た
。
正
月
の
十
一
日
正

午
に
遷
化
し
た
。
享
年
七
十
一
歲
。
翌
日
、
潮
亭
に
て
身
を
燒
き
塔
を
建
て
た
。
十
三
日
に
、
僧
宗
・
法
准
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
經

論
を
攜
え
て
匡
山
（
廬
山
）
に
戾
っ
た
。

六
朝
時
代
、
火
葬
は
一
般
的
で
な
く
、
聖
者
な
ど
特
別
な
者
の
死
の
場
合
に
の
み
行
わ
れ
た
。
右
の
一
節
で
火
葬
と
起
塔
を
記
す
の

は
、
弟
子
た
ち
が
師
を
聖
者
と
見
な
し
た
證
か
も
し
れ
な
い
。
因
み
に
こ
こ
で
建
立
さ
れ
た
塔
は
わ
ず
か
一
日
で
成
っ
た
も
の
で
あ

る
か
ら
簡
略
な
塔
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
そ
の
翌
日
に
は
弟
子
た
ち
が
廣
州
を
去
っ
て
い
る
の
は
異
例
の
早
さ
と
言
え
よ
う
。
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二　

眞
諦
の
著
作

（
一
）『
開
元
釋
敎
錄
』
よ
り

　

眞
諦
の
「
譯
」
に
い
か
な
る
も
の
が
あ
る
か
は
比

的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
で

愛
す
る）

32
（

。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
で

と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
眞
諦
譯
で
は
な
く
、
眞
諦
の
撰
す
な
わ
ち
眞
諦
自
身
の
著
作
な
い
し
口
述
筆
記
錄
と
も
言
う
べ
き
諸

獻

で
あ
る
。
つ
ま
り
眞
諦
の
自
說
で
あ
る
。
そ
う
し
た
ジ
ャ
ン
ル
に
入
る
も
の
を
明
確
化
す
る
も
の
と
し
て
經
典
目
錄
が
あ
る
。『
開

元
釋
敎
錄
』
卷
七
は
、
眞
諦
の
譯
經
論
を
擧
げ
た
後
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

又
長
房
內
典
等
錄
、復
有
正
論
釋
義
等
一
十
三
部
一
百
八
卷
、今
以
竝
是
經
論
義
疏
、眞
諦
所
撰
、非
梵
本
翻
、故
刪
不
錄
。（
大

正
五
五
・
五
四
六
下
）

ま
た
『
長
房
（
錄
）』『
內
典
（
錄
）』
な
ど
の
經
錄
に
は
、更
に
「
正
論
釋
義
」
等
の
十
三
部
一
百
八
卷
が
記
錄
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
の
經
論
の
義
疏
は
い
ず
れ
も
眞
諦
の
所
撰
で
あ
っ
て
、
梵
本
か
ら
の
翻
譯
で
は
な
い
か
ら
、
今
そ
れ
ら
を
（
眞
諦
の
翻

譯
リ
ス
ト
か
ら
）
削
除
し
、
採
錄
し
な
い
。

こ
こ
に
「「
正
論
釋
義
」
等
の
十
三
部
一
百
八
卷
」
と
い
う
の
は
、『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
九
（
大
正
四
九
・
八
八
上
）
と
『
大
唐
內
典
錄
』

（
大
正
五
五
・
二
七
三
下
）の
對
應
箇
所
を
特
に
排
列
順
序
と
十
三
部
と
い
う
部
數
な
ら
び
に
卷
數
に
留
意
し
な
が
ら
檢
討
す
る
と
き
、

次
の
十
三
著
作
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る）

33
（

。

　

1
『
正
論
釋
義
』
五
卷

　

2
『
佛
性
義
』
三
卷

　

3
『
禪
定
義
』
一
卷
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4
『
俱
舍
論
疏
』
六
十
卷
（
但
し
、
慧
愷
の
俱
舍
釋
論
序
に
よ
れ
ば
五
十
三
卷）

34
（

）

　

5
『
金
剛
般
若
疏
』
十
一
卷
（
疏
十
卷
、
經
一
卷
）　

　

6
『
十
八
部
論
疏
』
十
卷　

　

7
『
解
節
經
疏
』
四
卷　

　

8
『
無
上
依
經
疏
』
四
卷　

　

9
『
如
實
論
疏
』
三
卷　

　

10
『
四
諦
論
疏
』
三
卷　

　

11
『
破
我
論
疏
』
一
卷　

　

12
『
隨
相
論
中
十
六
諦
疏
』
一
卷
（
大
正
一
六
四
一
番
『
隨
相
論
』
と
し
て
現
存
）

　

13
『
衆
經
通
序
』
二
卷

以
上
の
ほ
と
ん
ど
は
現
存
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
幾
つ
か
に
つ
い
て
簡
單
に
補
足
說
明
し
て
お
く
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
4『
俱
舍
論
疏
』
に
つ
い
て
、
普
光
『
俱
舍
論
記
』
等
に
引
く
眞
諦
說
の
多
く
の
斷
片
は
本
疏
の
引
用
と
推
定
さ
れ
る
。

　

同
樣
に
、
5『
金
剛
般
若
疏
』、
6『
十
八
部
論
疏
』、
7『
解
節
經
疏
』
も
現
存
し
な
い
が
、
こ
れ
ら
は
隋
唐
の
論
師
た
ち
に
よ
っ

て
斷
片
的
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
存
在
お
よ
び
具
體
的
內
容
の
一
部
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

6『
十
八
部
論
疏
』
は
『
部
執
疏
』『
部
執
記
』『
部
執
論
記
』
等
と
も
稱
さ
れ
る
。『
部
執
疏
』
の
名
で
引
用
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
夙
に
ド
ゥ
ミ
エ
ヴ
ィ
ル
が
考
察
し
て
い
る
が）

35
（

、
硏
究
班
「
眞
諦
三
藏
と
そ
の
時
代
」
に
お
い
て
は
、
新
た
に
遙
か

に
多
く
の
佚

を
同
定
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
と
り
わ
け
善
珠
『
唯
識
義
燈
增
明
記
』
の
中
に
大
量
の
佚

を
同
定
可
能
で
あ
る

こ
と
が
、
硏
究
班
の
作
業
過
程
に
お
い
て
、
班
員
の
大
竹
晉
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
。

　

7『
解
節
經
疏
』
は
『
解
說
記
』
等
と
も
い
い
、
唐
・
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
に
多
く
の
引
用
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
基
に
し
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た
佚

集
と
し
て
歐
陽
漸
『
解
節
經
眞
諦
義
』（
支
那
內
學
院
、
一
九
三
四
年
）
が
夙
に
存
在
す
る
が
、
個
々
の
佚

の
同
定
と
版

本
の
選
定
に
お
い
て
今
や
再
檢
討
の
餘
地
が
あ
り
、
同
書
を
無
批
判
に
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

9『
如
實
論
疏
』
に
つ
い
て
は
一
部
佚

を
回
收
可
能
で
あ
る
。

　

12『
隨
相
論
中
十
六
諦
疏
』
は
、
現
存
の
大
藏
經
中
に
『
隨
相
論
』
と
し
て
殘
る
も
の
と
同
一
の
可
能
性
が
先
行
硏
究
に
よ
っ
て

指
摘
さ
れ
て
い
る）

36
（

。

　

13『
衆
經
通
序
』
二
卷
に
つ
い
て
は
詳
細
が
何
も
分
か
ら
な
い
が
、
題
名
か
ら
想
像
す
る
と
、
諸
經
の
冒
頭
に
「
如
是
我
聞
」
以

下
の
定
型
句
に
關
す
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
別
の
論

に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
中
國
佛
敎
に
お

い
て
「
通
序
」
と
い
う
語
は
「
如
是
我
聞
」
云
々
の
定
型
句
を
指
し
、
そ
の
用
例
は
南
齊
・
僧
宗
に
遡
る
こ
と
が
で
き
、
梁
の
三
大

法
師
の
一
人
で
あ
る
法
雲
に
も
用
い
ら
れ
る）

37
（

。『
衆
經
通
序
』
と
い
う
題
名
が
そ
の
表
現
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
南
朝
佛
敎
解
釋
學

の
傳
統
を
承
け
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
想
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
本

獻
は
後
に
言
及
す
る
『
七
事
記
』

と
內
容
的
に
重
な
る
可
能
性
が
あ
る
（
後
述
29
參
照
）。

（
二
）
そ
の
他

　

更
に
、『
開
元
釋
敎
錄
』
に
お
い
て
眞
諦
の
著
作
と
斷
定
さ
れ
た
上
記
十
三
部
以
外
に
も
、
眞
諦
作
の
可
能
性
の
あ
る
も
の
が
存

在
す
る
。
以
下
に
そ
れ
ら
を
揭
げ
、
簡
單
な
解
說
を
施
す
。

・『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
九
と
卷
十
一
の
眞
諦
譯
經
一
覽
に
記
載
さ
れ
る
が
、
譯
で
は
な
く
、
彼
の
著
作
と
考
え
ら
れ
る
も
の

　

14『
翻
外
國
語
』
七
卷

│
本

獻
は
、『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
九
に
お
い
て
、
上
記
『
衆
經
通
序
』
の
直
後
に
眞
諦
錄
の
最
後
の
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獻
と
し
て
「『
翻
外
國
語
』
七
卷
〈
一
名
雜
事
、
一
名
俱
舍
論
因
緣
事
〉」
と
記
錄
さ
れ
る
（
大
正
四
九
・
八
八
上
）。
內
容
實
態
は
全
く
不
明

で
あ
る
が
、
題
名
か
ら
し
て
翻
譯

獻
で
は
な
く
、
眞
諦
の
著
作
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。

　

15『
金
光
明
疏
』
十
三
卷

│
眞
諦
は
『
金
光
明
經
』
七
卷
の
翻
譯
の
ほ
か
、
注
釋
十
三
卷
を
作
っ
た
。『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
一

（
大
正
四
九
・
九
九
上
）。『
金
光
明
記
』
等
と
も
い
う
。
佚

が
複
數

獻
よ
り
回
收
可
能
で
あ
る）

38
（

。

　

16『
仁
王
般
若
疏
』
六
卷

│
『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
一
（
大
正
四
九
・
九
九
上
）。
吉
藏
・
智
顗
・
圓
測
ら
の
著
作
よ
り
、
眞
諦

撰
『
仁
王
般
若
疏
』
の
佚

を
回
收
可
能
で
あ
る
。
子
細
に
檢
討
し
て
み
る
と
、
眞
諦
の
疏
は
、
鳩
摩
羅
什
譯
と
し
て
傳
え
ら
れ
る

と
こ
ろ
の
『
仁
王
般
若
經
』
の
表
現
を
經

と
し
て
、
そ
れ
に
眞
諦
が
解
說
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
イ
ン
ド
人
の
眞
諦
が
（
恐
ら
く
は
漢
人
僧
に
請
わ
れ
る
ま
ま
に
）
中
國
成
立
の
疑
經
に
も
解
說
を
加
え
た
こ
と
を
示
し
て

お
り
、
甚
だ
興
味
深
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
視
點
が
絡
む
た
め
、
改
め
て
後
述
し
た
い
（
第
四
節
（
六
）
參
照
）。

　

17『
中
論
疏
』
二
卷

│
『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
一
所
揭
の
眞
諦
譯
經
一
覽
に
「
中
論
疏
二
卷
」
が
あ
る
（
大
正
四
九
・
九
九
上
）。

注
釋

獻
の
漢
譯
に
は
「
釋
」
を
用
い
る
の
が
通
例
で
あ
り
、「
疏
」
を
用
い
る
こ
と
は
な
い
。
一
方
、
眞
諦
自
身
の
著
作
に
は
『
金

剛
般
若
疏
』『
中
邊
疏
』『
攝
大
乘
論
義
疏
』
な
ど
「
疏
」
を
用
い
る
例
が
あ
る
か
ら
、「
中
論
疏
二
卷
」
も
ま
た
、
內
容
は
不
明
な

が
ら
も
、
譯
で
な
か
っ
た
可
能
性
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
佚

と
思
わ
れ
る
も
の
も
僅
か
に
回
收
可
能
で
あ
る）

39
（

。

　

18『
九
識
論
義
記
』
二
卷
ま
た
は
『
九
識
章
』
三
卷

│
『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
一
（
大
正
四
九
・
九
九
上
）。
本

獻
は
、眞
諦
が
、

瑜
伽
行
唯
識
派
の
通
常
の
八
識
說
と
は
異
な
る
九
識
說
を
提
唱
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

獻
で
あ
る
が
、
殘
念
な
が
ら
一
部
の
斷
片

が
殘
存
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
近
年
、
眞
諦
が
九
識
說
を
立
て
た
と
す
る
理
解
に
對
す
る
疑
念
も
出
さ
れ
て
き
た
が）

40
（

、
本

獻
の
實
在

性
を
完
全
に
否
定
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る）

41
（

。

　

19『
轉
法
輪
義
記
』
一
卷

│
『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
一
（
大
正
四
九
・
九
九
上
）。
實
態
不
明
。
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・『
歷
代
三
寶
紀
』
に
は
言
及
さ
れ
な
い
が
、
序
や
後
記
よ
り
眞
諦
の
著
作
と
判
斷
し
得
る
も
の

　

20『
明
了
論
疏
』
五
卷
。
別
名
『
律
二
十
二
明
了
論
疏
』
五
卷

│
本
疏
は
、『
律
二
十
二
明
了
論
』
の
跋

（
大
正
二
四
・

六
七
三
下
）
に
お
い
て
、陳
の
光
大
二
年
（
五
六
八
）
に
論
の
本

一
卷
を
翻
譯
し
た
の
と
同
時
に
「
解
釋
を
註
記
し
て
五
卷
を
得
」

た
と
記
さ
れ
る
も
の
に
當
た
る
。
關
連
記
事
は
『
續
高
僧
傳
』
卷
一
・
法
泰
傳
に
も
見
ら
れ
る
（
大
正
五
〇
・
四
三
一
上
一
七
〜

一
九
行
）。
跋

に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
譯
場
に
て
「
筆
受
」
を
擔
當
し
た
の
は
建
康
の
阿
育
王
寺
出
身
の
慧
愷
と
言
わ
れ
て
い
る

か
ら
、
慧
愷
は
本
疏
の
成
立
に
直
接
關
わ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
な
お
、
國
譯
一
切
經
律
部
十
一
に
收
め
る
『
律
二
十
二
明
了

論
』
の
解
題
（
一
九
三
一
年
）
で
西
本
龍
山
が
指
摘
す
る
通
り
、
定
賓
『
四
分
律
疏
飾
宗
義
記
』
を
始
め
と
す
る
唐
代
律
宗

獻
等

か
ら
か
な
り
の
分
量
の
本
疏
の
佚

を
回
收
可
能
で
あ
る
。

　

21『
攝
大
乘
論
義
疏
』
八
卷

│
慧
愷
「
攝
大
乘
論
序
」
よ
り
知
ら
れ
る
。『
攝
論
記
』『
梁
論
記
』
等
と
も
い
う
。
佚

は
宇
井

伯
壽
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
て
い
る
が
、
實
際
に
は
そ
れ
よ
り
遙
か
に
多
く
の
佚

を
回
收
す
る
こ
と
が
で
き
る）

42
（

。
な
お
本
義
疏
の
成

立
事
情
に
つ
い
て
は
後
述
第
六
節
に
再
び
取
り
上
げ
て
檢
討
し
た
い
。

　

22『
大
乘
唯
識
論
注
記
』
二
卷

│
『
唯
識
二
十
論
』（Viṃ

śikā, Viṃ
śatik

）
43
（ā

）
の
眞
諦
譯
で
あ
る
『
大
乘
唯
識
論
』
一
卷
へ
の
注
釋
。

同
論
卷
末
に
慧
愷
の
後
記
が
付
せ
ら
れ
、
そ
こ
に
詳
し
い
內
容
が
記
さ
れ
て
い
る
（
後
述
第
六
節
參
照
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
本

獻
は
二
卷
で
あ
り
、
そ
の
制
作
地
は
廣
州
の
制
旨
寺
で
あ
る
。
た
だ
し
眞
諦
の
注
記
の
具
體
的
內
容
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ

と
關
連
す
る
經
錄
情
報
と
し
て
、『
歷
代
三
寶
紀
』卷
九
に「
唯
識
論

義
合
一
卷〈
第
二
出
。
與
元
魏
般
若
流
支
譯
者
小
異
。
在
臨
川
郡
翻
〉」（
大

正
四
九
・
八
八
上
）
と
あ
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。
具
體
的
內
容
は
不
明
だ
が
、
假
に
『
大
乘
唯
識
論
注
記
』
と
同
じ

獻
へ
の
言
及

と
す
る
と
、
卷
數
と
成
立
地
に
相
違
が
生
じ
る
。
し
か
し
更
な
る
情
報
が
な
い
た
め
、
最
終
的
結
論
を
下
し
難
い
。

・
大
藏
經
中
に
眞
諦
譯
と
し
て
入
藏
さ
れ
る
が
、
譯
と
み
る
よ
り
も
眞
諦
の
著
作
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
も
の
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23『
婆
藪
槃
豆
傳
』
一
卷

│
大
正
二
〇
四
九
番
と
し
て
現
存
。『
婆
藪
槃
豆
法
師
傳
』
と
も
。
よ
り
古
い

獻
に
お
け
る
表
記
で

は
「
法
師
」
を
缺
き
、『
婆
藪
槃
豆
傳
』
と
稱
す
る
。
傳
統
的
に
眞
諦
の
譯
と
さ
れ
る
が
、
內
容
を
檢
討
す
る
と
、
純
然
た
る
翻
譯

獻
の
性
格
か
ら
逸
脫
す
る
要
素
が
散
見
さ
れ
る）

44
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
第
五
節
（
二
）
で
取
り
上
げ
る
。

　

24『
顯
識
論
』
一
卷

│
大
正
一
六
一
八
番
と
し
て
現
存
。
宇
井
伯
壽
の
硏
究
が
あ
る）

45
（

。
こ
れ
も
眞
諦
の
譯
と
傳
え
ら
れ
今
日
に

至
る
が
、
純
粹
な
譯
と
み
る
こ
と
に
は
內
容
と
構
成
の
點
か
ら
疑
問
が
殘
る
。
本
論
は
『
攝
大
乘
論
』
の
解
說
書
と
し
て
の
性
格
を

有
す
る
。
あ
る
い
は
眞
諦
が
『
攝
大
乘
論
』
を
講
じ
た
一
連
の
筆
記
錄
が
存
在
し
た
こ
と
を
假
定
し
て
よ
い
な
ら
ば
、
そ
の
一
部
で

あ
っ
た
可
能
性
も
大
き
い
。
こ
の

獻
に
つ
い
て
は
後
述
第
五
節
（
二
）
の
檢
討
も
參
照
さ
れ
た
い
。

　

25『
十
八
空
論
』
一
卷

│
大
正
一
六
一
六
番
と
し
て
現
存
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
宇
井
伯
壽
、
高
崎
直
道
、
マ
イ
ケ
ル
・
ラ
デ
ィ
ッ

チ
の
硏
究
が
あ
る）

46
（

。

　

26『
三
無
性
論
』
一
卷

│
大
正
一
六
一
七
番
と
し
て
現
存
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
宇
井
、
高
崎
、
ラ
デ
ィ
ッ
チ
の
硏
究
が
あ
る）

47
（

。

　

な
お
、
以
上
の
24『
顯
識
論
』、
25『
十
八
空
論
』、
26『
三
無
性
論
』
の
三
論
は
い
ず
れ
も
「
無
相
論
」
の
一
部
で
あ
る
と
言
わ
れ
、

關
連
の
傳
承
に
つ
い
て
勝
又
俊
敎
の
硏
究
が
あ
る）

48
（

。

　

27『
涅
槃
經
本
無
今
有
偈
論
』
一
卷

│
大
正
一
五
二
八
番
と
し
て
現
存
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
高
崎
直
道
の
分
析
が
あ
る）

49
（

。
な
お

高
崎
論

は
經
錄
情
報
と
の
關
係
に
何
も
觸
れ
な
い
が
、『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
一
の
眞
諦
譯
經
リ
ス
ト
に
「
本
有
今
無
論
一
卷
」

が
擧
げ
ら
れ
て
お
り
（
大
正
四
九
・
九
九
上
）、そ
れ
は
現
存
の
『
涅
槃
經
本
無
今
有
偈
論
』
に
相
當
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
は
宇
井
「
眞
諦
三
藏
傳
の
硏
究
」（
七
五
〜
七
六
頁
）
に
考
證
さ
れ
て
い
る
。

　

28『
佛
性
論
』
四
卷
の
一
部

│
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に）

50
（

、『
佛
性
論
』（
大
正
一
六
一
〇
番
）
は
『
寶
性
論
』
と
密
接
な

關
係
に
あ
り
、『
佛
性
論
』
の
一
部
は
『
寶
性
論
』
と
ほ
ぼ
同
內
容
の
場
合
が
あ
る
一
方
で
、
大
き
く
異
な
る
部
分
も
あ
る
。
と
り

わ
け
『
佛
性
論
』
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
「
釋
曰
」
あ
る
い
は
「
記
曰
」
で
始
ま
る
一
節
は
、
坂
本
幸
男
に
よ
れ
ば
、
眞
諦
自
身
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の
注
記
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う）

51
（

。
な
お
こ
の
考
え
方
を
敷
衍
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
他
の
眞
諦
譯
本
中

│
た

と
え
ば
『
轉
識
論
』
や
『
顯
識
論
』
に
お
い
て
も
「
釋
曰
」「
記
曰
」
は
確
認
さ
れ
る
か
ら
、
同
樣
の
手
法
に
よ
っ
て
、
更
に
眞
諦

の
直
說
を
回
收
で
き
る
可
能
性
が
殘
さ
れ
て
い
る
。
但
し
こ
の
作
業
を
實
際
に
行
う
の
は
豫
想
以
上
に
困
難
で
あ
る
。「
釋
曰
」「
記

曰
」
の
存
在
に
よ
っ
て
そ
の
開
始
點
は
誰
に
で
も
簡
單
に
分
か
る
が
、
そ
れ
が
ど
こ
で
終
わ
る
か
に
つ
い
て
十
分
に
確
定
す
る
こ
と

は
、
時
に
非
常
に
難
し
い
。
ま
た
「
釋
曰
」「
記
曰
」
以
外
の
箇
所
に
も
中
國
的
要
素
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、『
佛
性
論
』
中

に
眞
諦
說
が
含
ま
れ
て
い
る
と
假
定
し
て
も
、
そ
の
畫
定
に
困
難
が
伴
う
こ
と
は
、
高
崎
直
道
が
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る）

52
（

。

・
『
歷
代
三
寶
紀
』
に
は
記
錄
さ
れ
て
い
な
い
が
、
佚

を
回
收
可
能
な
も
の

　

29『
七
事
記
』

│
七
事
記
と
い
う
名
の

獻
が
各
種
經
錄
中
の
眞
諦
錄
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
圓
測
そ
の
他
の
論
師

に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
七
事
と
は
佛
經
冒
頭
の
定
型
語
句
で
あ
る
と
こ
ろ
の
如
是
・
我
・
聞
・
一
時
・
佛
世
尊
・
住

處
・
大
比
丘
の
七
項
目
を
指
し
、
そ
れ
ら
に
關
し
て
詳
細
な
解
說
を
施
し
た
も
の
が
『
七
事
記
』
で
あ
っ
た）

53
（

。
引
用
內
容
か
ら
察
す

る
と
、
5『
金
剛
般
若
疏
』
と
の
密
接
な
關
係
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
根
據
は
複
數
あ
る
。
第
一
に
、
圓
測
『
解
深
密

經
疏
』
に
は
他
の

獻
で
「
七
事
記
」
と
す
る
內
容
を
「
眞
諦
般
若
記
」
と
い
う
名
で
引
用
す
る
箇
所
が
あ
る
（
續
藏
一
・

三
四
・
四
・
三
〇
〇
表
下
）。
第
二
に
、
唐
の
定
賓
『
四
分
律
疏
飾
宗
義
記
』
は
同
じ
箇
所
を
「
眞
諦
三
藏
『
金
剛
般
若
記
』」
と
し
て

引
用
す
る
（
續
一
・
六
六
・
三
・
二
九
○
裏
下
）。
ま
た
第
三
に
、
法

「
金
剛
般
若
經
後
記
」
に
は
眞
諦
が
「
婆
藪
の
論
釋
」
に
依
據

し
て
『
金
剛
經
』
を
解
說
し
た
と
述
べ
る
一
節
が
あ
る
が
（
大
正
八
・
七
六
六
下
六
行
）、
同
じ
く
婆
藪
へ
の
言
及
が
『
七
事
記
』
の

內
容
を
引
用
す
る
吉
藏
『
金
剛
般
若
經
疏
』
に
も
「
眞
諦
三
藏
は
婆
藪
の
釋
を
述
べ
て
云
わ
く
」
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
も
『
七
事
記
』

が
『
金
剛
般
若
疏
』
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
を
傍
證
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
三
點
よ
り
す
れ
ば
、『
七
事
記
』
は
『
金
剛
般
若
疏
』

の
冒
頭
の
單
な
る
別
稱
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
ま
た
、「
七
事
記
」
な
る
名
で
樣
々
に
引
用
さ
れ
る
事
實
か
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ら
推
測
す
る
と
、
本
來
は
『
金
剛
般
若
疏
』
の
冒
頭
部
分
が
後
に
獨
立
し
、
經
典
の
冒
頭
を
廣
く
一
般
に
解
說
す
る
別
個
の

獻
と

な
っ
た
可
能
性
も
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
る）

54
（

。
と
り
わ
け
『
七
事
記
』
と
內
容
的
に
重
な
る
と
想
像
さ
れ
る
13『
衆
經
通
序
』
二
卷

が
經
典
目
錄
に
記
錄
さ
れ
る
こ
と
は
、『
七
事
記
』
と
『
衆
經
通
序
』
が
同
じ
で
あ
っ
た
可
能
性
を
も
想
像
せ
し
め
る
。

　

30『
中
邊
疏
』
三
卷

│
『
中
邊
論
記
』
と
言
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
僅
か
で
あ
る
が
佚

を
回
收
で
き
る
。
な
お
本
疏
に
つ
い

て
『
歷
代
三
寶
紀
』
に
記
載
は
な
い
が
、『
大
唐
內
典
錄
』
卷
五
の
夾
注
（

注
）
に
「
疏
三
卷
」
へ
の
言
及
が
あ
る
（
大
正

五
五
・
二
七
三
中
）。
ま
た
本
論
で
あ
る
眞
諦
譯
『
中
邊
分
別
論
』
の
高
麗
版
の
夾
注
（
大
正
三
一
・
四
五
一
下
）
に
「
疏
本
」
に
お

け
る
頌
の
句
作
り
に
關
す
る
言
及
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
宇
井
「
眞
諦
三
藏
傳
の
硏
究
」
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　

31『
大
空
論
疏
（
擬
題
）』
│
『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
九
に
眞
諦
の
譯
し
た

獻
と
し
て
「
大
空
論
三
卷
」
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る
（
大

正
四
九
・
八
八
上
）。
硏
究
班
に
お
け
る
大
竹
晉
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
こ
の

獻
の
作
者
は
無
著
で
あ
り
、
眞
諦
の
疏
と
思
わ
れ
る
佚

を
回
收
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

32『
涅
槃
義
記
（
擬
題
）』

│
同
樣
に
硏
究
班
に
お
け
る
大
竹
晉
の
調
査
に
よ
れ
ば
、『
大
般
涅
槃
經
』
の
い
わ
ゆ
る
「
十
四
音
」

の
說
に
對
す
る
眞
諦
說
の
斷
片
を
後
代
の

獻
か
ら
回
收
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
眞
諦
が
『
涅
槃
經
』
に
對
す
る
何

ら
か
の
解
說
を
行
っ
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
そ
れ
が
ど
れ
程
の
分
量
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
な

お
『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
九
に
眞
諦
の
譯
し
た

獻
と
し
て
「
大
般
涅
槃
經
論
一
卷
」
が
擧
げ
ら
れ
て
お
り
（
大
正
四
九
・
八
八
上
、

ま
た
「
大
涅
槃
經
論
一
卷
」
と
も
）、
そ
れ
が
同
じ

獻
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
三
）　

眞
諦
著
作
一
覽

　

以
上
に
列
擧
し
た
諸

獻
を
三
藏
の
別
等
に
あ
わ
せ
て
一
覽
表
と
し
て
ま
と
め
る
な
ら
ば
以
下
の
如
く
で
あ
る
。「
＊
」
は
、
眞
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諦
撰
と
斷
定
可
能
で
あ
る
こ
と
が
未
だ
完
全
に
は
論
證
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
。
太
字
は
、
佚

が
回
收
可
能
な

獻
で
あ
る

こ
と
を
示
す
。
な
お
眞
諦
の
諸
著
作
の
佚

に
つ
い
て
は
、
本
册
と
は
別
に
、
後
に
刊
行
豫
定
の
硏
究
班
報
吿
書
『
眞
諦
三
藏
佚

集
成
』（
假
題
）
を
目
下
準
備
中
で
あ
る
。

一
、
經
に
對
す
る
注
釋

　

大
乘　

般
若
經
系

『
金
剛
般
若
疏
』、『
仁
王
般
若
疏
』

　

大
乘　

如
來
藏
・
瑜
伽
行
派
系

『
解
節
經
疏
』、『
無
上
依
經
疏
』、『
金
光
明
疏
』、『
涅
槃
義
記
（
擬
題
）』

　

小
乘

│
な
し

二
、
律
に
對
す
る
注
釋

『
明
了
論
疏
』

三
、
論
に
對
す
る
注
釋

　

小
乘　

ア
ビ
ダ
ル
マ
系

『
俱
舍
論
疏
』、『
隨
相
論
中
十
六
諦
疏
（
現
存
）』、『
破
我
論
疏
』

　

大
乘　

瑜
伽
行
派
系

『
攝
大
乘
論
義
疏
』、『
中
邊
疏
』、『
大
乘
唯
識
論
注
記
』、『
＊
大
空
論
疏
（
擬
題
）』

　

大
乘　

中
觀
派
系

『
中
論
疏
』
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そ
の
他
（
實
態
不
明
を
含
む
）

『
部
執
疏
』（『
十
八
部
論
疏
』）、『
四
諦
論
疏
』、『
如
實
論
疏
』

四
、
獨
立
作
品

　

大
乘　

如
來
藏
・
瑜
伽
行
派
系

『
佛
性
義
』、『
九
識
論
義
記
（
九
識
章
）』、『
＊
顯
識
論
（
現
存
）』、『
＊
婆
藪
槃
豆
法
師
傳
（
現
存
）』、『
涅
槃
經
本
無
今
有
偈

論
（
現
存
）』、『
＊
佛
性
論
（
現
存
）』
中
の
一
部

　

そ
の
他
（
實
態
不
明
を
含
む
）

『
十
八
空
論
（
現
存
）』、『
三
無
性
論
（
現
存
）』、『
七
事
記
』、『
衆
經
通
序
』、『
正
論
釋
義
』、『
翻
外
國
語
』、『
禪
定
義
』、『
轉

法
輪
義
記
』

（
四
）
眞
諦
著
作
の
佚

を
含
む

獻

　

こ
れ
ら
眞
諦
の
失
わ
れ
た
諸
著
作
の
斷
片
を
引
用
す
る

獻
は
多
い
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
大
凡
の
年
代
順
に
列
記
す
る
な

ら
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

・
慧
均 『
大
乘
四
論
玄
義
記
』（
百
濟
で
成
立
か
。
六
世
紀
末
頃）

55
（

）

・
吉
藏
（
五
四
九
〜
六
二
三
）『
仁
王
般
若
經
疏
』『
金
剛
般
若
經
疏
』『
法
華
義
疏
』『
勝
鬘
寶
窟
』

・
智
顗
（
五
三
八
〜
五
九
七
）
說
・
灌
頂
（
五
六
一
〜
六
三
二
）
記
『
仁
王
護
國
般
若
經
疏
』『
妙
法
蓮
華
經
玄
義
』

・
未
詳
作
者
『
金
剛
經
疏
』（
大
正
二
七
三
八
番
、
敦
煌
寫
本
、
初
唐
頃
か
）
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・
道
宣
（
五
九
六
〜
六
六
七
）『
四
分
律
行
事
鈔
』『
四
分
律
羯
磨
疏
』 

・
道
世
（
？
〜
六
八
三
）『
毘
尼
討
要
』

・
圓
測
（
六
一
三
〜
六
九
六
、
新
羅
出
身
、
唐
の
長
安
で
活
躍
）『
解
深
密
經
疏
』『
仁
王
經
疏
』『
無
量
義
經
疏）

56
（

』

・
元
曉
（
六
一
七
〜
六
八
六
）『
彌
勒
上
生
經
宗
要
』（
新
羅
で
活
動
）

・
基
（ 

窺
基 
、
大
乘
基
、
六
三
二
〜
六
八
二
） 『
阿
彌
陀
經
疏
』『
大
乘
法
苑
義
林
章
』

・
遁
倫
（
道
倫
）『
瑜
伽
論
記
』（
大
周
長
安
五
年
〔
七
〇
五
〕
頃
）

・
定
賓 『
四
分
律
疏
飾
宗
義
記
』（
八
世
紀
初
頭
）

・
大
覺 『
四
分
律
鈔
批
』（
七
一
二
年
）

・
慧
苑
『
續
華
嚴
略
疏
刊
定
記
』（
法
藏
〔
六
四
三
〜
七
一
二
〕
よ
り
以
後
、 

澄
觀
〔
七
三
八
〜
八
三
九
〕
よ
り
以
前 

）

・
道
氤
『
御
注
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
宣
演
』（
敦
煌
寫
本
、
天
寶
年
閒
〔
七
四
二
〜
七
五
六
〕
頃
か）

57
（

）

・
良
賁
『
仁
王
護
國
般
若
波
羅
蜜
多
經
疏
』（
七
六
六
年
）

・
法
崇
『
佛
頂
尊
勝
陀
羅
尼
經
敎
跡
義
記
』（
七
七
六
年
）

・
善
珠
（
七
二
三
〜
七
九
七
、
日
本
、
奈
良
時
代
）『
唯
識
義
燈
增
明
記
』

・
道
邃
『
摩
訶
止
觀
論
弘
決
纂
義
』（
大
曆
年
閒
〔
七
六
六
〜
七
七
九
〕
〜
貞
元
年
閒
〔
七
八
五
〜
八
〇
五
〕
頃）

58
（

）

・
澄
觀
（
七
三
八
〜
八
三
九
）『
華
嚴
經
隨
疏
演
義
鈔
』

・
澄
禪 『
三
論
玄
義
檢
幽
集
』（
一
二
八
〇
、
日
本
、
鎌
倉
時
代

│
唐
・
大
覺
『
四
分
律
鈔
批
』
か
ら
の
引
用
の
中
に
『
部
執
論
疏
』

の
斷
片
が
引
か
れ
る
が
、
現
存
す
る
『
四
分
律
鈔
批
』
に
は
對
應
す
る

章
が
存
在
し
な
い
點
が
注
意
さ
れ
る
。

　

次
に
眞
諦
の
著
作
の
佚

を
集
め
る
と
い
う
こ
と
に
關
す
る
方
法
論
的
問
題
を
考
え
て
お
き
た
い
。
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右
に
揭
げ
た
諸

獻
の
中
に
、
本
來
は
同
一
で
あ
る
は
ず
の
眞
諦
說
が
若
干
異
な
る
句
作
り
で
引
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
珍
し
く
な

い
。
そ
の
場
合
、
も
し
假
に
最
も
古
い
引
用
が
最
も
信
賴
で
き
る
と
理
解
し
て
よ
い
な
ら
ば
、
ど
れ
が
一
番
古
い
引
用
か
を
決
定
す

れ
ば
事
は
足
り
る
か
ら
、
佚

の
同
定
や
校
訂
作
業
に
困
難
が
伴
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
實
は
そ
れ
ほ
ど
單
純
で
は

な
い
。

　

例
え
ば
年
代
的
に
最
も
早
期
の
引
用
は
、
吉
藏
の
注
疏
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
吉
藏
の
場
合
、
槪
し
て
言
え
ば
、
引
用
は
い
つ
も

必
ず
原

に
忠
實
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
別
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に）

59
（

、
吉
藏
の
場
合
、
先
行
す
る

獻
か
ら
の
引
用
と
い

う
形
を
と
り
な
が
ら
も
實
際
に
は
單
に
要
約
に
す
ぎ
な
い
場
合
や
、
記
憶
に
賴
っ
て
引
用
し
て
い
る
た
め
か
、
途
中
に
字
句
の
省
略

が
あ
る
場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
や
や
こ
し
い
の
は
、
逆
に
、
引
用
と
い
う
形
を
と
ら
ず
に
吉
藏
自
身
が
自
分
の
言
葉
で
述
べ
る

の

中
に
、
眞
諦
說
が
ほ
ぼ
逐
語
的
に
用
い
ら
れ
る
場
合
す
ら
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
例
は
、
吉
藏
の
當
該

章
と
、

他
の
著
者
が
「
眞
諦
云
わ
く
」
と
明
言
し
て
引
用
す
る
事
例
と
を
比

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
定
可
能
で
あ
る
。

　

ま
た
、
自
ら
の

章
の
中
に
眞
諦
說
を
用
い
る
と
い
う
點
で
吉
藏
と
共
通
の
性
格
は
、
唐
の
道
宣
『
四
分
律
行
事
鈔
』
に
つ
い
て

も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
こ
の
こ
と
は
硏
究
班
に
お
け
る
佚

譯
注
作
成
作
業
の
中
で
判
明
し
た
）。

　

問
題
は
ほ
か
に
あ
る
が
、
と
も
か
く
例
え
ば
右
に
擧
げ
た
よ
う
な
問
題
を
意
識
し
な
が
ら
厖
大
な
數
の

獻
に
散
在
す
る
眞
諦
の

著
作
の
佚

を
集
め
、
同
一
內
容
の
も
の
に
つ
い
て
複
數
の

獻
か
ら
の
引
用
斷
片
を
比

檢
討
す
る
と
き
、
我
々
は
「
眞
諦
云
わ

く
」
と
い
う
形
で
引
用
さ
れ
る
パ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
眞
諦
說
に
忠
實
な
內
容
と
考
え
て
も
特
に
問
題
の
な
い

も
の
（
こ
れ
を
「
佚

」
と
呼
ん
で
お
く
）、
佚

と
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
字
句
に
多
少
の
相
違
が
見
ら
れ
る
引
用
（「
異

」）、

眞
諦
の
元
の

章
で
は
長
い
說
明
で
あ
っ
た
も
の
を
端
折
っ
て
手
短
に
要
約
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の（「
大
意
」。

要
約
で
あ
る
こ
と
が
引
用
と
共
に
明
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
）、
ま
た
さ
ら
に
は
、
大
意
で
す
ら
な
く
、
引
用
者
が
自
ら
の
議
論
の

流
れ
の
中
で
眞
諦
說
に
僅
か
に
關
說
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
（「
關
連
說
明
」）
等
に
區
別
し
て
お
く
の
が
有
意
義
で
あ
る
よ
う
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に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
ま
た
、
引
用
の
正
確
性
と
い
う
點
で
留
意
す
べ
き
點
と
し
て
は
、
そ
の
引
用
が
引
用
者
に
と
っ
て
も
正
し
い
と
認
め
ら
れ

る
肯
定
的
な
意
味
合
い
で
の
引
用
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
誤
っ
た
見
解
と
し
て
引
用
者
が
否
定
す
る
た
め
に
取
り
上
げ
る
引
用
な

の
か
と
い
う
區
別
も
意
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
窺
基
な
ど
玄
奘
門
下
の
學
僧
が
眞
諦
說
に
言
及
す
る
時
、
眞
諦
說

は
、
師
で
あ
る
玄
奘
の
正
說
と
は
異
な
る
、
古
く
て
誤
っ
た
說
と
し
て
、
否
定
的
に
紹
介
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
際
、
引
用
者

は
、
自
ら
が
批
判
を
加
え
易
い
よ
う
に
表
現
を
變
え
た
り
、
批
判
の
論
點
と
直
結
し
な
い
箇
所
を
省
略
し
た
り
、
內
容
を
極
端
に
デ

フ
ォ
ル
メ
し
て
自
說
と
の
相
違
を
際
立
た
せ
た
り
す
る
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
る
。
勿
論
こ
の
傾
向
は
眞
諦
に
限
ら
な
い
。
中
國
に

せ
よ
、
イ
ン
ド
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
他
の
地
域
で
あ
れ
、
ま
た
ど
の
時
代
で
あ
れ
、
お
よ
そ
批
判
や
否
定
の
た
め
の
引
用
に
は
廣
く

一
般
に
起
こ
り
う
る
現
象
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
眞
諦
の
佚

を
回
收
す
る
際
に
は
、
佚

が
本
當
に
眞
諦
が
語
っ
た
原

と
み
な

せ
る
の
か
、
引
用
者
が
引
用
す
る
際
に
何
ら
か
の
歪
曲
を
加
え
て
い
る
の
か
と
い
う
點
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な

く
ば
、
眞
諦
の
著
作
の
佚

を
集
成
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
眞
諦
說
と
は
み
な
せ
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

　

眞
諦
說
と
し
て
後
代
の
注
釋
家
が
引
用
す
る
斷
片
は
、
果
た
し
て
本
當
に
眞
諦
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ

れ
と
も
引
用
者
が
曲
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
點
を
眞
諦
に
卽
し
て
檢
討
す
る
場
合
、
最
も
重
要
な
引
用
者
の
一
人
は
圓

測
で
あ
る
。
彼
の
『
解
深
密
經
疏
』
及
び
そ
れ
と
內
容
的
に
か
な
り
の
程
度
で
重
複
す
る
『
仁
王
經
疏
』
に
お
け
る
眞
諦
說
の
引
用

は
、
他
の

獻
と

べ
た
と
き
、
質
量
と
も
に
群
を
拔
い
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
眞
諦
說
の
引
用
の
信
憑
性
を
大
き
く
左

右
す
る
も
の
と
し
て
、圓
測
の
引
用
が
信
賴
に
足
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
我
々
は
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
た
だ
、

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
佚

の
正
確
さ
を
檢
證
す
る
こ
と
は
方
法
論
的
困
難
が
伴
う
。
と
い
う
の
も
、
佚

と
は
原

が
既
に
失
わ

れ
て
い
る
引
用
斷
片
で
あ
る
が
故
に
、そ
の
正
確
さ
を
原

と
照
ら
し
合
わ
せ
て
結
論
付
け
る
こ
と
が
原
理
的
に
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
佚

の
精
度
は
全
く
測
定
不
能
な
の
か
と
言
え
ば
、
實
は
そ
う
で
は
な
い
。
一
つ
有
效
な
方
法
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
眞
諦
說
の
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引
用
精
度
は
そ
れ
自
體
と
し
て
確
定
不
能
で
あ
る
と
し
て
も
、『
解
深
密
經
疏
』
に
は
夥
し
い
數
の
他

獻
の
引
用
が
あ
り
、
そ
の
殆

ど
は
大
藏
經
中
に
現
存
す
る

獻
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
引
用
精
度
を
原

と
照
ら
し
合
わ
せ
て
調
べ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ

う
し
て
現
存
す
る

獻
に
つ
い
て
、
引
用
が
正
確
か
否
か
が
確
定
で
き
れ
ば
、
同
じ
こ
と
は
眞
諦
の
佚

に
も
當
て
嵌
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
同
疏
の
中
で
圓
測
が
眞
諦
佚

の
み
不
正
確
に
引
用
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
不
適
切
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

右
に
述
べ
た
方
法
論
に
從
っ
て
、
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
に
お
け
る
眞
諦
以
外
の
引
用
を
調
査
し
、
そ
の
正
確
さ
を
調
べ
て
み
た
。

但
し
同
疏
は
九
卷
（
本
來
は
十
卷
で
あ
る
が
第
十
卷
は
現
存
し
な
い
）
と
い
う
厖
大
な
分
量
で
あ
る
た
め
、
現
時
點
に
お
い
て
筆
者

が
調
査
し
終
え
た
の
は
卷
二
と
卷
五
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
僅
か
二
卷
と
は
言
え
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
引
用
數
は
、
眞
諦
の

佚

を
除
外
し
て
も
ほ
ぼ
三
百
に
及
ぶ
。
こ
れ
は
十
分
に
有
意
味
な
分
量
で
あ
ろ
う
。
今
そ
の
詳
細
を
す
べ
て
こ
こ
に
述
べ
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
、
結
論
の
み
を
紹
介
す
る
な
ら
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
二
卷
中
の
同
定
可
能
な
引
用
約
三
百
を
、
以
下
の
五
種

に
便
宜
的
に
區
別
し
て
引
用
を
分
類
し
て
み
た
。

Ａ　

現
存
す
る
大
藏
經
版
の
原

と
完
全
に
一
致
す
る
も
の

Ｂ　

字
の
僅
か
の
相
違
を
除
き
、
ほ
ぼ
完
全
に
一
致
す
る
も
の

Ｃ　

引
用
に
何
ら
か
の
省
略
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
意
味
內
容
的
に
は
特
段
の
問
題
が
な
い
も
の

Ｄ　

引
用
に
何
ら
か
の
補
足
な
い
し
加
筆
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
意
味
內
容
的
に
は
特
段
の
問
題
が
な
い
も
の

Ｅ　

引
用
が
原

と
大
い
に
相
違
し
、
引
用

と
し
て
問
題
を
含
む
も
の

個
々
の
事
例
は
割
愛
す
る
が
、
分
析
の
結
果
、
各
々
の
割
合
は
、
Ａ
三
九
％
、
Ｂ
二
七
％
、
Ｃ
二
八
％
、
Ｄ
二
％
、
Ｅ
四
％
と
な
っ

た
。
こ
の
數
値
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
唐
代
の
圓
測
が
見
た
テ
キ
ス
ト
の

字
が
、
數
百
年
後
に
木
版
印
刷
さ
れ
た
大
藏

經
中
の
テ
キ
ス
ト
の

字
と
多
少
は
相
違
す
る
可
能
性
を
も
考
慮
す
る
と
き
、
Ａ
と
Ｂ
を
區
別
す
る
こ
と
は
實
際
は
殆
ど
意
味
が
な

い
。
つ
ま
り
圓
測
の
引
用
中
、
六
七
％
は
原

通
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
若
干
の
省
略
を
含
む
場
合
Ｃ
を
含
め
る
な
ら
ば
、
引
用
の
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九
四
％
は
ほ
ぼ
正
確
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。こ
れ
と
同
じ
結
果
は
現
存
し
な
い
眞
諦
の
佚

に
も
妥
當
す
る
は
ず
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
圓
測
の
引
用
は
頗
る
正
確
で
あ
り
、
原

に
忠
實
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三　

經
量
部
說
と
正
量
部
說
か
ら
見
た
眞
諦
佚

の
意
義

（
一
）
眞
諦
と
經
量
部

　

眞
諦
譯
『
俱
舍
論
』
に
つ
い
て
は
弟
子
の
慧
愷
に
よ
る
「
阿
毘
逹
磨
俱
舍
釋
論
序
」
が
現
存
し
、
眞
諦
譯
の
冒
頭
に
付
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
に
は
眞
諦
が
本
論
を
譯
出
す
る
に
至
っ
た
狀
況
が
詳
細
に
說
か
れ
て
い
る
。
就
中
、序
の
一
節
に
見
え
る
鳩
摩
羅
什
譯『
成

實
論
』
へ
の
言
及
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。 

原

は
次
の
通
り
。

此
土
先
譯
薩
婆
多
部
、
止
有
『
毘
婆
沙
』
及
『
雜
心
』
四
卷
。『
毘
婆
沙
』
明
義
雖
廣
、
而

句
來
不
具
足
。『
雜
心
』
說
乃
處

中
、
止
述
自
部
宗
致
四
卷
、
過
存
省
略
、
旨
趣
難
可
尋
求
。
此
土
先
譯
經
部
，
止
有
『
成
實
』
一
論
。『
成
實
』
乃
以
經
部

斥
餘
師
，
其
閒
所
用
，
或
同
餘
部
。
又
於
破
立
之
中
、
亦
未
皆
盡
其
妙
。（
大
正
二
九
・
一
六
一
上
）

こ
こ
中
國
で
先
に
譯
さ
れ
た
薩
婆
多
部
（
の

獻
）
は
、
た
だ
『
毘
婆
沙
』
と
『
雜
心
』
四
卷
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。『
毘

婆
沙
』
は
敎
義
を
明
ら
か
に
す
る
點
で
は
詳
細
で
あ
る
が
、
そ
の

言
に
は
（
缺
落
が
あ
り
）
こ
れ
ま
で
十
分
に
完
備
し
て
い

な
か
っ
た
。『
雜
心
』
の
說
は
適
切
で
は
あ
る
が
、
た
だ
自
部
派
の
說
の
主
旨
を
四
卷
の
分
量
で
祖
述
す
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ

ら
は
、省
略
の
あ
る
こ
と
が
缺
點
で
あ
り
、趣
旨
が
容
易
に
は
追
究
し
難
い
。
こ
こ
中
國
で
先
に
譯
さ
れ
た
經
部
（
の

獻
）
は
、

『
成
實
論
』
た
だ
一
つ
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。『
成
實
論
』
は
經
部
の
說
に
よ
っ
て
他
の
論
師
た
ち
を
論

し
斥
け
る
も
の
で

あ
る
が
、
議
論
の
過
程
で
用
い
ら
れ
て
い
る
事

に
は
他
部
派
と
共
通
す
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
（
他
說
の
）
反

と
（
自
說
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の
）
立
證
に
お
い
て
も
す
べ
て
が
絕
妙
を
盡
く
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

以
上
は
、
眞
諦
に
よ
る
『
俱
舍
論
』
の
譯
出
以
前
に
、
同
じ
く
經
部
の
說
を
說
く

獻
と
し
て
何
が
あ
り
、
問
題
點
が
ど
こ
に
あ
っ

た
か
を
述
べ
る
一
節
で
あ
る
。
か
か
る

脈
に
お
い
て
「
經
部
」
が
サ
ー
ウ
ト
ラ
ー
ン
テ
ィ
カ
（Sautrāntika 

現
代
の
硏
究
者
の
閒

で
は
「
經
量
部
」
と
呼
ば
れ
る
）
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
疑
う
餘
地
が
な
い
。
右
に
紹
介
し
た
一
節
に
お
い
て
慧
愷
は
『
成
實
論
』

を
經
部
の

獻
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
驚
く
べ
き
一
節
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
訶
梨
跋
摩
造
・
鳩
摩
羅
什
譯

『
成
實
論
』（*Tattvasiddhi

）
の
歸
屬
部
派
に
つ
い
て
は
現
代
の
硏
究
者
の
閒
で
樣
々
な
推
測
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
近
年
は
、

水
野
弘
元
「
譬
喩
師
と
成
實
論）

60
（

」
が
本
論
と
譬
喩
師
（D

ārṣṭāntika 

譬
喩
者
）
の
敎
說
の
閒
に
一
致
點
が
多
い
こ
と
に
着
目
し
、
譬

喩
師
と
重
な
る
人
々
を
指
す
經
部
に
注
目
し
た
の
を
承
け
て
、複
數
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
硏
究
者
が
『
成
實
論
』
と
サ
ー
ウ
ト
ラ
ー
ン
テ
ィ

カ
の
關
係
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
現
代
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
硏
究
は
、
右
に
紹
介
し
た
慧
愷
の
發
言
に
こ
れ
ま
で

留
意
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
重
要
性
に
氣
づ
か
ず
、
全
く
無
視
し
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い）

61
（

。

　

現
代
の

獻
學
的
成
果
と
同
じ
結
論
を
、『
俱
舍
論
』
を
最
初
に
漢
譯
し
た
眞
諦
の
高
弟
が
そ
の
序

の
中
で
明
言
し
て
い
る
事

實
を
我
々
は
看
過
す
べ
き
で
あ
る
ま
い
。
慧
愷
の
考
え
は
眞
諦
に
由
來
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
點
に
つ
い

て
は
、
隋
の
吉
藏
『
三
論
玄
義
』
が
、『
成
實
論
』
の
立
場
に
關
す
る
眞
諦
說
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。

眞
諦
三
藏
云
、「
用
經
部
義
也
」。
檢
『
俱
舍
論
』、
經
部
之
義
、
多
同
『
成
實
』。（
大
正
四
五
・
三
中
〜
下
）

眞
諦
三
藏
は
い
う
、「（『
成
實
論
』
は
）
經
部
の
敎
義
を
採
用
し
て
い
る
」
と
。『
俱
舍
論
』
を
調
べ
る
と
、
そ
の
經
部
の
敎
義

が
『
成
實
論
』
と
一
致
す
る
場
合
が
多
い
。

こ
れ
は
慧
愷
の
序
の
內
容
と
適
合
す
る
と
言
え
る
。

　

た
だ
、『
成
實
論
』
の
部
派
問
題
に
關
す
る
眞
諦
說
と
し
て
は
、
實
は
一
つ
惱
ま
し
い
問
題
が
あ
る
。『
部
執
異
論
』
に
對
す
る
眞

諦
の
注
釋
の
佚

と
傳
え
ら
れ
る
も
の
の
中
に
、『
成
實
論
』
と
多
聞
部
を
結
び
つ
け
る
說
が
あ
る
。
た
と
え
ば
唐
・
定
賓
『
四
分



30

律
疏
飾
宗
義
記
』
卷
三
本
（
續
一
・
六
六
・
一
・
三
九
表
上
）、
日
本
の
平
安
時
代
の
學
僧
、
安
澄
（
七
六
三
〜
八
一
四
）『
中
論
疏
記
』

卷
第
一
本
の
引
く
「
宗
法
師
の
『
成
實
義
章
』
第
一
卷
」
か
ら
の
引
用
（
大
正
六
五
・
一
六
下
）
そ
の
他
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
『
成

實
論
』
に
大
乘
的
要
素
が
あ
る
こ
と
が
多
聞
部
の
成
立
と
關
連
付
け
て
說
明
さ
れ
る
。
こ
の
點
を
ど
の
よ
う
に
解
釋
す
る
か
、
今
は

結
論
に
至
ら
な
い
が
、
後
代
の
傳
承
よ
り
も
眞
諦
の
高
弟
が
自
ら
記
し
た
序

の
內
容
の
方
が
遙
か
に
信
賴
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
正
量
部
の
戒
律
用
語

　

次
に
『
律
二
十
二
明
了
論
』
に
見
ら
れ
る
律
の
術
語
を
手
が
か
り
に
正
量
部
の
特
徵
の
一
端
を
檢
討
し
た
い
。『
明
了
論
』
は
律

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
律
の
綱
要
書
で
あ
る
。
そ
の
全
貌
の
解
明
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
一
般
の
律
用
語
も
見
ら
れ
る
一
方
で
、

他
の

獻
と
は
異
な
る
非
常
に
特
徵
的
な
用
語
も
見
ら
れ
る
點
に
注
意
し
た
い
。
た
と
え
ば
通
常
の
律

獻
な
ら
ば
「
律
儀
」
と
譯

す Skt. saṃ
vara 

を
本
論
は
「
護
」
と
譯
す
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
最
大
の
特
徵
は
い
わ
ゆ
る
五
篇
聚
に
認
め
ら
れ
る
。
一
般
的

な
漢
譯
に
お
い
て
は
五
篇
聚
と
は
波
羅
夷
、
僧
殘
、
波
逸
提
、
波
羅
提
提
舍
尼
、
突
吉
羅
と
表
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
語

に
對
應
す
る
梵
語
お
よ
び
パ
ー
リ
語
も
同
定
さ
れ
て
お
り
、
部
派
の
相
違
を
反
映
す
る
側
面
も
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
『
明
了
論
』
に
用
い
ら
れ
る
五
篇
聚
の
用
語
は
波
羅
夷
、
僧
伽
胝
施
沙
、
波
羅
逸
尼
柯
、
波
胝
提
舍
尼
、
獨
柯
多
で
あ
る
（
大
正

二
四
・
六
六
六
中
）。
こ
の
う
ち
、
波
羅
夷
は
一
般
の
用
語
と
同
一
で
あ
り
、
獨
柯
多
は P

āli dukkaṭa 

に
相
當
す
る
か
ら
特
に
問
題

は
な
い
。
ま
た
波
胝
提
舍
尼
の
原
語
と
し
て
は *patide

anī[ya] (> pratide
anīya) 

が
想
定
さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た
特
に
大
き

な
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る）

62
（

。
今
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
僧
伽
胝
施
沙
と
波
羅
逸
尼
柯
で
あ
る
。

　

平
川
彰
『
二
百
五
十
戒
の
硏
究
』
に
よ
れ
ば
、
通
常
の
漢
譯
語
「
僧
殘
」
に
相
當
す
る
原
語
はsaṃ

ghāvaśeṣa

で
あ
り
、
し
ば

し
ば
僧
伽
婆
尸
沙
と
音
譯
さ
れ
る
。
一
方
、
パ
ー
リ
律
で
は
用
語
が
異
な
り
、saṃ

ghādisesa

で
あ
る
。
さ
ら
に
『
摩
訶
僧
祇
律
』
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系
統
の
原
典
で
あ
る
說
出
世
部
の
梵

戒
經
で
は
、
僧
殘
はsaṃ

ghātiśeṣa

と
な
っ
て
い
る
と
い
う）

63
（

。
一
方
、『
明
了
論
』
の
僧
伽

胝
施
沙
は
ど
う
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
はsaṃ

ghātiśeṣa

を
支
持
し
、
明
ら
か
にsaṃ

ghāvaśeṣa

と
は
異
な
る
語
形
を
示
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
波
羅
逸
尼
柯
で
あ
る
。
こ
れ
は
波
逸
提
に
對
應
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
波
逸
提
は
波
夜
提
と
漢
譯
さ
れ
る

場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
イ
ン
ド
語

獻
に
お
い
て
は
更
に
樣
々
な
語
形
が
存
在
し
、
パ
ー
リ
語
で
は pācittiya

、
說
出
世
部
の
梵

戒
經
で
は pācattika
、
說
一
切
有
部
の
梵

戒
經
お
よ
び
ロ
ー
ゼ
ン
（Valentina R

osen

）
の
出
版
し
た
說
一
切
有
部
の
比
丘
戒
經

の
註
釋
で
は pātayantika

、
根
本
說
一
切
有
部
の
傳
持
し
た
梵

戒
經
で
は pāyantika

で
あ
り
、
さ
ら
に
根
本
說
一
切
有
部
と
同

系
統
の
『
翻
譯
名
義
大
集
』（M

ahāvyutpatti

）
はpāyattika

と
い
う
語
形
を
提
示
す
る
と
い
う）

64
（

。
こ
れ
ら
の
術
語
の
各
々
の
意
味

お
よ
び
相
互
の
關
係
と
相
違
に
つ
い
て
綿
密
な
檢
討
を
加
え
た
平
川
は
、
最
後
に
ま
と
め
と
し
て
、「
以
上
、
波
逸
提
（
波
夜
提
）

の
意
味
を
追
求
し
て
種
々
に
檢
討
し
た
が
、
結
局
、
波
逸
提
の
意
味
は
決
定
で
き
な
い
と
い
う
結
論
に
逹
し
た
」
と
述
べ
る）

65
（

。

　

波
逸
提
に
當
た
る
術
語
と
し
て
『
明
了
論
』
の
示
す
波
羅
逸
尼
柯
は
い
か
な
る
原
語
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
『
明
了
論
』
の
中
に
「
逸
」
の
發
音
を
示
す
夾
注
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
、原

を
そ
の
ま
ま
轉
記
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
三
波
羅
逸
〈
羊
逹
反
〉
尼
柯
部
有
三
百
六
十
罪
。（
大
正
二
十
四
・
六
百
六
十
六
中
）

「
羊
逹
の
反
」
は
、
對
應
す
る
梵
語
で
表
記
す
れ
ば *yat 

と
い
う
音
を
は
っ
き
り
と
示
す
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
羊
逹
反
」
は

宮
本
す
な
わ
ち
開
元
寺
版
に
よ
る
讀
み
と
後
代
の
引
用
（
下
記
の
道
宣
な
ど
）
が
示
す
讀
み
で
あ
り
、
一
方
、
高
麗
版
や
思
溪
版
等

は
「
羊
逆
」
に
作
る
。
し
か
し
「
羊
逆
」（*yak

）
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
。
今
の
場
合
は
「
羊
逹
」
が
正
し
い
と
判
斷
す
る
。

　

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
波
羅
逸
尼
柯
に
つ
い
て
は
、『
明
了
論
疏
』
に
お
い
て
意
譯
が
與
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
唐
・
道
宣
『
四
分
律
行
事
鈔
』
卷
中
一
は
、『
明
了
論
』
の
「
波
羅
逸
〈
羊
逹
反
〉
尼
柯
部
有
三
百
六
十
罪
」
を
引
用
し
た
後
に
、

「
正
量
部
翻
爲
應
功
用
」（「
正
量
部
で
は
そ
れ
を
應
功
用
〔
努
力
す
べ
き
事

〕
と
意
譯
す
る
」。
大
正
四
〇
・
四
八
上
）
と
解
說
す
る
。

同
樣
に
宋
・
元
照
『
四
分
律
含
註
戒
本
疏
行
宗
記
』
卷
三
に
收
め
る
道
宣
の
疏
に
も
ま
た
、「
明
了
論
解
、
波
羅
逸
〈
羊
逹
反
〉
尼
柯
部
、
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此
云
應
功
用
也
…
…
」（「『
明
了
論
』
の
解
說
で
は
、
波
羅
逸
〈
羊
逹
反
〉
尼
柯
部
は
、
こ
こ
中
國
で
は
應
功
用
と
意
譯
す
る
…
…
と
」。

續
一 
・ 
六
二 

・ 

三 

・ 

二
一
七
表
上
）
と
あ
る
。
こ
れ
ら
道
宣
の
引
用
か
ら
「
應
功
用
（
努
力
す
べ
き
事

）」
と
い
う
意
譯
が
『
明
了

論
疏
』
に
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
る
。
こ
の
意
譯
と
波
羅
逸
〈
羊
逹
反
〉
尼
柯
と
い
う
音
譯
か
ら
導
出
さ
れ
る
原
語
は
、 

prayatnika 
な
い
し
そ
の
派
生
形 prāyatnika 

以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
。
要
す
る
に
、
正
量
部
の
ブ
ッ
ダ
ト
ラ
ー
タ
が
著
わ
し
た
綱

要
書
『
明
了
論
』
に
よ
れ
ば
、
通
常
、
波
逸
提
な
い
し
波
夜
提
と
呼
ば
れ
る
術
語
は
、
正
量
部
で
は
波
羅
逸
尼
柯
で
あ
り
、
努
力
し

て
遵
守
す
べ
き
項
目
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
從
來
の
律
硏
究
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
重
要
な

一
資
料
と
言
え
よ
う）

66
（

。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
更
に
派
生
的
に
推
定
で
き
る
こ
と
が
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、prayatnika/ prāyatnika

と
い
う
語
形
は
こ
れ
ま
で
に

同
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
で
は pāyattika 

に
最
も
近
い
。
梵
語
か
ら
パ
ー
リ
語
な
い
し
俗
語
へ
の
變
化
と
し
て pra > pa, yatni > 

yatti （cf. yatna > yatta

） 

を
想
定
す
る
こ
と
は
、一
般
に
、問
題
な
く
可
能
で
あ
る
。
第
二
に
、漢
譯
語
「
波
逸
提
」
に
お
け
る
「
逸
」

の
音
價
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
平
川
前
揭
書
に
明
確
な
說
明
が
何
も
見
ら
れ
な
い
が
、『
明
了
論
』
に
も
同
じ
語
が

用
い
ら
れ
、
そ
の
發
音
が
「
羊
逹
反
」
す
な
わ
ちyat

で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、「
波
逸
提
」
の
「
逸
」
も
ま
た
同
じ
よ
う
に

*pāyatti(ka) 

あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
音
を
想
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
眞
諦
譯
に
お
け
る

「
逸
」
が
眞
諦
や
弟
子
の
獨
創
で
は
な
く
、
ま
た
、
特
定
の
地
域
の
方
言
に
基
づ
く
も
の
で
も
な
い
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

四　

眞
諦
の
經
典
解
說
法

│
そ
の
い
く
つ
か
の
特
徵

　

眞
諦
の
著
作
（
彼
自
身
の
注
釋

獻
）
の
佚

を
讀
む
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
し
ば
し
ば
そ
こ
に
、
イ
ン
ド
の
正
統
的
注
釋
ス
タ
イ

ル
に
則
っ
た
解
說
の
樣
子
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
眞
諦
が
イ
ン
ド
の
優
れ
た
學
僧
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
て
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半
ば
當
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
場
合
と
は
別
に
、
他
の
論
師
に
よ
る
解
說
と
比

し
た
場
合
に
、
眞
諦
に
特
有
あ
る
い
は

顯
著
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
よ
う
な
特
徵
が
存
在
す
る
場
合
の
あ
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
以
下
は
、
筆
者
が
現
在
の
時
點
で
氣
づ

い
た
範
圍
の
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
中
に
は
他
に
類
例
を
更
に
指
摘
で
き
る
も
の
も
、
あ
る
い
は
逆
に
眞
諦
以
外
に
も
類
例
を
見
出

す
こ
と
の
で
き
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
氣
づ
い
た
と
こ
ろ
を
指
摘
し
、
大
方
の
批
正
を
仰
ぎ
た
い
。

（
一
）
一
つ
の
語
句
に
複
數
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を
明
か
す

　

眞
諦
が
行
っ
た
經
典
解
釋
法
の
特
徵
と
し
て
ま
ず
指
摘
可
能
な
點
は
、
あ
る
一
つ
の
語
句
を
解
說
す
る
際
、
眞
諦
が
し
ば
し
ば
複

數
の
意
味
を
列
擧
し
紹
介
す
る
點
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
通
り
。

眞
諦
釋
云
、「
阿
練
若
者
、
自0

有0

三
義

0

0

。
一0

者0

離
聲
處
、
謂
國
邑
音
聲
所
不
至
故
。
二0

者0

離
斫
伐
處
、
謂
採
薪
所
不
至
故
。
三0

者0

離
鬪
諍
處
、
謂
一
切
煩
惱
總
能
動
亂
善
法
、
名
爲
鬪
諍
。
若
住
此
處
、
能
伏
煩
惱
、
故
名
離
鬪
諍
也
。
從
一
拘
盧
舍
外
、
外

去
乃
至
百
千
由
旬
、
皆
名
阿
練
若
處
。
若
薩
婆
多
部
解
、
一
拘
盧
舍
五
百
弓
。
依
正
量
部
解
、
一
拘
盧
舍
凡
一
千
弓
也
。
一
弓

八
尺
、
凡
八
百
丈
地
。
若
准
此
閒

0

0

、
應
成
四
里
少
許
」。（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
三
、
續
一
・
三
四
・
四
・
三
五
一
表
下
）

眞
諦
は
注
釋
し
て
い
う
、「
阿
練
若
に
は
も
と
よ
り
三
つ
の

0

0

0

0

0

0

0

意0

味
が
あ
る

0

0

0

0

。
第
一
は

0

0

0

騷
音
（raṇa

）
を
離
れ
た
場
所
（
と
い
う

意
味
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
都
市
や
村
の
音
聲
が
ま
っ
た
く
屆
か
な
い
（
場
所
で
あ
る
）
か
ら
で
あ
る
。
第
二
は

0

0

0

伐
採
を
離
れ

た
場
所
（
と
い
う
意
味
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
（
樹
木
の
）
伐
採
も
ま
っ
た
く
な
さ
れ
な
い
（
場
所
で
あ
る
）
か
ら
で
あ
る
。

第
三
は

0

0

0

鬪
い
（raṇa

）
を
離
れ
た
場
所
（
と
い
う
意
味
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
切
の
煩
惱
は
す
べ
て
善
な
る
も
の
を
混
亂
さ

せ
得
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
鬪
い
と
呼
ぶ
。
こ
こ
に
い
る
と
煩
惱
を
調
伏
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
鬪
い
を
離
れ
た
（
場
所
）

と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
一
ク
ロ
ー
シ
ャ
（kro

a

）
以
上
、百
千
ヨ
ー
ジ
ャ
ナ
（yojana

）
ま
で
を
皆
「
ア
ラ
ニ
ヤ
の
地
」
と
呼
ぶ
。
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說
一
切
有
部
の
解
釋
で
は
一
ク
ロ
ー
シ
ャ
は
五
百
ダ
ヌ
（dhanu 

弓
）
で
あ
る）

67
（

。
正
量
部
の
解
釋
に
よ
れ
ば
一
ク
ロ
ー
シ
ャ
は

一
千
ダ
ヌ
で
あ
り
、
一
ダ
ヌ
は
八
尺
で
あ
る
か
ら
、
都
合
八
百
丈
の
土
地
で
あ
る）

68
（

。
こ
の
地

0

0

0

（
の
度
量
衡
）
に
準
據
す
る
な
ら

ば
、
四
里
と
少
し）

69
（

と
な
ろ
う
」
と
。

こ
こ
で
眞
諦
は
、
森
林
や
靜
か
な
修
行
の
場
所
を
表
わ
す
ア
ラ
ニ
ヤ
（Skt. araṇya, P

āli arañña

）
と
い
う
語
を a-raṇa 

に
分
解
し

て
（araṇya < a-raṇa

）、a- 

を
非
所
有
を
示
す
否
定
辭
と
し
た
上
で
、raṇa

に
三
種
の
解
釋
を
與
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち raṇa 

に
は
騷
音
、
伐
採
、
鬪
い
（
煩
惱
を
含
意
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
る）

70
（

。
諸
律
に
お
け
る
ア
ラ
ニ
ヤ
の
範
圍
に
つ
い

て
は
平
川
彰
の
硏
究
な
ど
が
あ
る）

71
（

。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
律
硏
究
者
の
注
目
は
右
に
引
用
し
た
箇
所
に
は
向
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
點
で
眞
諦
說
に
着
目
す
る
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、一
つ
の
單
語
に
複
數
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を
示
す
語
義
解
釋
法
は
眞
諦
の
著
作
斷
片
に
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

「
佛
子
」（
ブ
ッ
ダ
の
息
子
）
の
五
つ
の
意
味）

72
（

や
、「
爾
時
」（
そ
の
と
き
）
の
十
一
種
の
意
味）

73
（

、「
神
通
」
の
三
種
の
意
味）

74
（

、「
大
」
の

三
種
の
意
味）

75
（

と
い
っ
た
風
に
、
眞
諦
は
「
某
某
有
〜
義
」「
某
某
有
〜
種
」「
某
某
自
有
〜
義
」
式
の
列
擧
說
明
を
し
ば
し
ば
行
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
說
明
方
法
そ
の
も
の
は
眞
諦
の
み
に
特
有
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
イ
ン
ド
人
論
師
に
廣

く
當
て
は
ま
る
一
般
的
性
格
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
眞
諦
の
場
合
は
比

的
顯
著
な
傾
向
を
見
て
取
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。

　

な
お
、
上
の
一
節
に
お
い
て
眞
諦
は
、
阿
練
若
の
三
義
を
明
か
し
た
後
に
、
更
に
薩
婆
多
部
す
な
わ
ち
說
一
切
有
部
と
正
量
部
の

度
量
衡
解
釋
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、
最
後
に
自
說
と
し
て
、
イ
ン
ド
と
の
比

で
中
國
を
意
味
す
る
と
き
に
眞
諦
が
し
ば
し
ば

用
い
る
「
此
閒
」（
こ
こ
、
こ
の
地
）
と
い
う
語
を
用
い
て
、
中
國
の
度
量
衡
と
の
對
應
を
も
解
說
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
解
說

の
仕
方
は
、複
數
の
部
派
の
說
に
精
通
し
た
上
で
中
國
に
到
來
し
た
イ
ン
ド
人
僧
侶
と
し
て
の
眞
諦
な
ら
で
は
の
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

更
に
注
目
す
べ
き
は
、最
後
に
示
さ
れ
た
眞
諦
の
自
說
に
お
け
る
度
量
衡
計
算
が
說
一
切
有
部
說
（
一
ク
ロ
ー
シ
ャ
＝
五
百
ダ
ヌ
）
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で
は
な
く
、正
量
部
說
（
一
ク
ロ
ー
シ
ャ
＝
一
千
ダ
ヌ
）
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
事
實
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、先
に
第
一
節
（
四
）

に
言
及
し
た
通
り
、
眞
諦
が
正
量
部
を
自
派
と
し
た
こ
と
を
傍
證
す
る
も
の
と
解
釋
可
能
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
固
有
名
詞
の
語
義
解
釋

　

次
に
、
固
有
名
詞
の
意
味
を
解
說
す
る
際
の
通
俗
的
語
義
解
釋
に
も
眞
諦
の
特
徵
を
指
摘
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
示
す
資
料
を
例

證
と
し
て
三
つ
擧
げ
て
お
き
た
い
。

　

第
一
は
、
マ
ハ
ー
・
カ
ー
シ
ュ
ヤ
パ
（
大
迦
葉
）
と
い
う
名
前
の
由
來
で
あ
る
。

『
十
八
部
論
疏
』
云
、「
具
足
應
言
迦
葉
波
。
迦
葉
、
此0

云
光
。
波
、
此0

云
飮
。
合
而
言
之
、
故
云
飮
光
。
飮
是
其
姓
。
上
古
仙

人
名
爲
飮
光
。
以
此
仙
人
、
身
有
光
明
、
能
飮
諸
光
、
令
不
復
現
。
今
此
迦
葉
、
是
飮
光
仙
人
種
、
卽
以
飮
光
爲
姓
、
從
姓
立

名
、
稱
飮
光
也
」。（
吉
藏
『
法
華
義
疏
』
卷
一 

大
正
三
四
・
四
五
九
中 

）

『
十
八
部
論
疏
』（
＝『
部
執
論
疏
』）
に
い
う
、「（
迦
葉
は
）
詳
し
く
は
迦
葉
波
（Skt. kāśyapa, P

āli kassapa

）
と
言
う
べ
き

で
あ
る
。
迦
葉
と
は
、
こ
こ

0

0

（
中
國
）
で
は
光
（kāśa

）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
波
と
は
、
こ
こ

0

0

で
は
飮
む
（√pā

）
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
以
上
を
合
わ
せ
て
飮
光
（
光
を
飮
む
者
）
と
言
う
。
飮
（
光
）
は
姓
で
あ
る
。
太
古
の
仙
人
で
飮
光
と
い
う
者

が
い
た
。
こ
の
仙
人
は
體
中
に
光
を
備
え
、
諸
々
の
光
を
飮
ん
で
現
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
の
こ
の
迦
葉

は
飮
光
仙
人
の
末
裔
で
あ
る
の
で
、
飮
光
を
姓
と
し
、
姓
に
も
と
づ
い
て
名
づ
け
て
飮
光
と
稱
し
た
の
で
あ
る
」
と
。

こ
の
說
明
は
、
部
派
名
の
迦
葉
維
（K

āśyapīya

）
を
飮
光
部
と
意
譯
す
る
の
と
同
じ
說
明
法
で
あ
る
が
、
眞
諦
の
こ
こ
で
の
解
說

は
か
な
り
詳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
大
迦
葉
と
と
も
に
釋
尊
の
十
大
弟
子
の
一
人
で
あ
る
目
連
の
名
前
の
由
來
を
說
く
一
節
を
見
て
み
よ
う
。



36

眞
諦
三
藏
云
、「
應
言
勿
伽
羅
。
勿
伽
者
、
此0

言
胡
豆
、
卽
綠
色
豆
。
羅
、
此0

云
受
。
合
而
爲
言
、
應
言
受
胡
豆
。
蓋
是
其
姓
、

上
古
有
仙
人
名
勿
伽
羅
、
不
⻝
一
切
物
、
唯
⻝
此
豆
、
故
名
受
胡
豆
。
其
是
仙
人
種
、
故
以
爲
名
也
」。（
吉
藏
『
法
華
義
疏
』

卷
一
、
大
正
三
四
・
四
五
九
下）

76
（

）

眞
諦
三
藏
は
い
う
、「（
目
連
は
、
正
し
く
は
）
勿
伽
羅
（Skt.  m

audgalyāyana, P
āli m

oggallāna

）
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

勿
伽
（Skt. m

audga < m
udga, P

āli m
ugga

）
と
は
、
こ
の
地

0

0

0

で
は
胡
豆
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
綠
色
の
豆）

77
（

の
こ
と
で

あ
る
。
羅
と
は
こ
の
地

0

0

0

で
は
受
け
る
（√lā

）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
言
う
と
、
受
胡
豆
（
胡
豆
を
⻝
す
る
者
）
と

言
う
べ
き
で
あ
る
。
思
う
に
こ
れ
は
姓
で
あ
っ
て
、
太
古
に
勿
伽
羅
と
い
う
名
の
仙
人
（*ṛṣi

）
が
い
て
、（
こ
の
仙
人
は
他
の

も
の
は
）
何
も
⻝
べ
ず
に
專
ら
こ
の
豆
だ
け
を
⻝
し
て
い
た
か
ら
、
受
胡
豆
と
呼
ぶ
。（
目
連
は
）
こ
の
仙
人
と
同
じ
種
姓
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
名
前
が
あ
る
の
で
あ
る
」
と
。

　

更
に
も
う
ひ
と
つ
、『
部
執
疏
』
の
佚

に
見
ら
れ
る
、
マ
ガ
ダ
國
の
パ
ー
タ
リ
プ
ト
ラ
（Pāṭaliputra 

婆

梨
弗
多
羅
、
現
在

の
ビ
ハ
ー
ル
州
パ
ト
ナ
）
と
い
う
街
の
名
に
關
す
る
說
明
を
見
て
み
よ
う
。

『
部
執
疏
』
云
、「
…
…
婆

梨
弗
多
羅
者
、
波

梨
是
樹
名
。
此
閒

0

0

既
無
此
樹
、
波

梨
名
不
可
翻
。
弗
多
羅
翻
爲
子
。
彼
處

本
唯
有
一
樹
、
此
樹
已
死
、
子
更
生
樹
、
于
今
猶
在
、
故
稱
波

梨
弗
多
羅
。
彼
處
有
此
樹
、
故
彼
國
作
名
也
」。（
善
珠
『
唯

識
義
燈
增
明
記
』
卷
一　

大
正
六
五
・
三
二
九
中
）

『
部
執
疏
』
に
い
う
、「
…
…
婆

梨
弗
多
羅
（
パ
ー
タ
リ
プ
ト
ラ
）
と
は
、
婆

梨
（
パ
ー
タ
リ
）
は
樹
木
の
名
で
あ
る
。
こ0

こ0

（
中
國
）
に
は
こ
の
樹
木
が
な
い
の
で
、
婆

梨
と
い
う
名
は
翻
譯
で
き
な
い
。
弗
多
羅
（
プ
ト
ラ
）
は
子
と
譯
す
。
そ
の

地
に
は
も
と
一
本
の
樹
木
が
あ
り
、
こ
の
木
が
死
に
絕
え
る
と
、
子
（
す
な
わ
ち
種
子
）
が
ま
た
木
を
生
や
し
、
そ
う
し
て
今

に
至
る
ま
で
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
婆

梨
弗
多
羅
と
稱
す
る
。
そ
こ
に
は
こ
の
樹
木
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
故
、
そ
の
國

は
そ
の
名
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
。
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因
み
に
後
の
時
代
、
眞
諦
と
は
異
な
る
語
義
解
釋
が
『
大
唐
西
域
記
』
卷
八
・
摩
揭
陀
國
上
に
現
れ
て
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

（
大
正
五
一
・
九
一
〇
〜
九
一
一
上
）。
だ
が
そ
れ
よ
り
も
以
前
、
眞
諦
は
こ
こ
で
婆

梨
（
パ
ー
タ
リ
）
を
樹
木
名
と
し
て
い
る
。

樹
木
と
す
る
說
明
は
辭
書
に
も
あ
り
、パ
ー
タ
リ
樹
は
芳
香
を
發
す
る
香
木
と
さ
れ
る（
和
名
は
テ
リ
ハ
ボ
ク）

78
（

）。そ
れ
は
恐
ら
く
パ
ー

タ
リ
プ
ト
ラ
の
別
名
が
ク
ス
マ
プ
ラ
（K

usum
apura 「

花
の
街
」
の
意
。
漢
譯
は
「
華
氏
城
」「
香
花
宮
城
」
等
）
で
あ
る
こ
と
と

も
關
連
す
る
。
し
か
し
木
が
代
々
絕
え
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
點
か
ら
街
の
名
を
說
明
す
る
例
は
、
管
見
の
限
り
、
他
に
見
出
せ
な

い
。
少
な
く
と
も
廣
く
知
ら
れ
た
說
明
で
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
唯
一
の
例
外
と
し
て
眞
諦
『
隨
相
論
』
に
關
連
の

一
節
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
サ
ー
ン
キ
ャ
學
派
の
因
中
有
果
論
（satkārya-vāda

）
を
說
明
し
て
次
の
よ
う
な
譬
喩
に
言
及
す
る
。

僧
佉
義
明
因
中
具
有
果
。
如
鉢
多
樹
子
中
具
足
已
有
枝
葉
華
果
、
…
…
（
大
正
三
二
・
一
六
七
下
）

サ
ー
ン
キ
ャ
學
派
の
敎
義
は
、
原
因
の
中
に
既
に
結
果
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
た
と
え
ば
鉢
多
（
パ
ー
タ

ラ
、
パ
ー
タ
リ
）
の
樹
木
の
子
（
種
子
）
に
既
に
枝
・
葉
・
花
・
果
が
す
べ
て
備
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
…
…

こ
れ
は
街
の
名
の
說
明
で
は
な
い
が
、
パ
ー
タ
リ
樹
の
種
子
の
特
殊
性
に
言
及
す
る
點
と
眞
諦
に
由
來
す
る
點
で
注
目
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
人
名
や
都
市
名
の
由
來
に
つ
い
て
、
現
存
大
藏
經
に
お
い
て
眞
諦
撰
の

獻
の
佚

が
記
錄
さ
れ
て
殘
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
他
の
イ
ン
ド
人
論
師
の
解
說
や
漢
譯
經
典
內
の
說
明
の
場
合
に
は
類
例
を
見
出
し
に
く
い
、
眞
諦
特
有
の
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
た
だ
、
我
々
は
そ
う
し
た
說
を
眞
諦
の
獨
創
と
捉
え
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
た
と
え
ば
カ
ー

シ
ュ
ヤ
パ
の
語
義
解
釋
に
つ
い
て
は
、
同
一
で
は
な
い
け
れ
ど
も
共
通
す
る
說
明
が
ヤ
ー
ス
カ
『
ニ
ル
ク
タ N

irukta

』
に
も
見
ら

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
語
義
解
釋
に
關
す
る
眞
諦
說
は
、
漢
譯
に
は
類
例
を
指
摘
し
難
い
が
、
恐
ら
く
は
イ
ン
ド
の
婆
羅
門
敎
お
よ

び
佛
敎
注
釋
學
に
お
い
て
あ
る
程
度
廣
く
採
用
さ
れ
た
ニ
ル
ヴ
ァ
チ
ャ
ナ
の
傳
統
を
蹈
ま
え
る
も
の
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う）

79
（

。
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（
三
）
イ
ン
ド
と
中
國
を
比

す
る

　

イ
ン
ド
人
で
あ
り
、
中
國
に
到
來
し
た
人
物
と
し
て
、
眞
諦
は
イ
ン
ド
と
中
國
を
比

す
る
コ
メ
ン
ト
を
い
く
つ
か
殘
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
季
節
に
關
す
る
言
明
が
あ
る
。

又
眞
諦
法
師
立
三
際
云
、「
從
此
閒

0

0

正
月
十
六
日
、
至
五
月
十
五
日
、
爲
熱
際
四
月
。
從
五
月
十
六
日
、
至
九
月
十
五
日
、
爲

雨
際
四
月
。
從
九
月
十
六
日
、
至
正
月
十
五
日
、
爲
寒
際
四
月
。
雨
際
第
二
月
後
半
第
九
日
夜
漸
增
、
當
此
閒

0

0

七
月
九
日
。
寒

際
第
四
月
後
半
第
九
日
夜
漸
減
、
當
此
閒

0

0

正
月
九
日
」。（
普
光
『
俱
舍
論
記
』
卷
一
一
、
大
正
四
一
・
一
八
八
上
）

ま
た
眞
諦
法
師
は
（
一
年
に
）
三
期
を
立
て
て
い
う
、「
こ
こ

0

0

の
正
月
十
六
日
か
ら
五
月
十
五
日
ま
で
が
灼
熱
期
の
四
ヶ
月
で

あ
る
。
五
月
十
六
日
よ
り
九
月
十
五
日
ま
で
が
降
雨
期
の
四
ヶ
月
で
あ
る
。
九
月
十
六
日
よ
り
正
月
十
五
日
ま
で
は
寒
冷
期
の

四
ヶ
月
で
あ
る
。
降
雨
期
の
第
二
の
月
の
後
半
の
九
日
目
か
ら
夜
が
徐
々
に
長
く
な
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ

0

0

の
七
月
九
日
に
あ
た

る
。
寒
冷
期
の
第
四
の
月
の
後
半
の
九
日
目
か
ら
夜
が
徐
々
に
短
く
な
る
。
そ
れ
は
こ
こ

0

0

の
正
月
九
日
に
あ
た
る
」
と
。

因
み
に
い
え
ば
、
一
年
の
季
節
區
分
に
つ
い
て
は
眞
諦
と
は
異
な
る
說
も
存
在
し
た
ご
と
く
で
あ
る
が）

80
（

、
上
記
の
一
節
で
眞
諦
は
一

年
を
三
季
に
分
け
る
說
を
と
り
、
そ
れ
が
中
國

│
こ
こ
で
も
「
此
閒
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
る

│
の
何
月
何
日
に
あ
た
る
か

を
具
體
的
に
解
說
し
て
い
る
。

　

次
に
紹
介
す
る
の
は
樂
器
に
關
す
る
事

で
あ
る
。『
解
深
密
經
』（Saṃ

dhinirm
ocana-sūtra

）
の
眞
諦
譯
で
あ
る
『
解
節
經
』

一
異
品
に
現
れ
る
語
「
毘
拏
」（
大
正
一
六
・
七
一
三
中
二
五
〜
二
六
）
に
對
す
る
眞
諦
の
注
釋
の
斷
片
で
あ
る
。

眞
諦
『
記
』
云
、「
毘
拏
者
是
音
樂
器
。
此
閒
毘
巴
、
大
略
相
似
」。（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
二
、
夾
注 

續
一
・
三
四
・
四
・

三
四
七
表
下
）

眞
諦
の
『（
解
節
經
）
記
』
に
い
う
、「
ヴ
ィ
ー
ナ
ー
（vīṇā

）
は
樂
器
で
あ
る
。
こ
の
地

0

0

0

の
琵
琶
に
大
凡
似
て
い
る
」
と
。
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眞
諦
に
よ
る
解
說
の
出
發
點
と
な
る
樂
器
は
『
解
節
經
』
に
登
場
す
るvīṇā

で
あ
る）

81
（

。
そ
れ
を
眞
諦
は
「
毘
拏
」
と
音
譯
し
、
當

時
の
中
國
に
存
在
し
た
「
毘
巴
」
と
類
似
の
樂
器
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。「
毘
巴
」
は
琵
琶
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

琵
琶
に
つ
い
て
は
、
外
村
中
の
檢
證
に
よ
れ
ば）

82
（

、
中
國
南
北
朝
末
頃
ま
で
は
「
阮
咸
」
の
よ
う
な
琵
琶
で
あ
り
、
隋
唐
時
代
に
琵
琶

と
い
え
ば
「
曲
項
」
琵
琶
の
こ
と
に
變
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
。
そ
し
て
古
代
イ
ン
ド
の
琵
琶
と
い
え
ば
、
正
倉
院
の
「
五
絃
」
の
よ

う
な
琵
琶
を
指
す
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
琵
琶
お
よ
び
ヴ
ィ
ー
ナ
ー
（
單
に
絃
樂
器
の
總
稱
で
あ
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
）
の
形

の
同
定
は
時
代
と
地
域
に
よ
り
複
雜
に
錯
綜
し
た
狀
況
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
正
確
な
理
解
は
筆
者
の
よ
く
す
る
と
こ
ろ
で

は
な
い
が
、
右
に
紹
介
し
た
眞
諦
說
の
一
節
は
短
い
說
明
で
あ
る
が
、
六
世
紀
中
〜
後
半
頃
の
江
南
に
お
け
る
實
態
を
示
す
一
資
料

と
な
り
得
よ
う
。
イ
ン
ド
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ー
は
弓
形
ハ
ー
プ
の
こ
と
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
眞
諦
が
こ
こ
で
意
圖
し
て
い
る
の

は
弓
形
ハ
ー
プ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
中
國
の
琵
琶
に
似
る
と
さ
れ
る
以
上
、
リ
ュ
ー
ト
の
類
を
指
す
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

（
四
）
諸
部
派
說
の
比

　

既
に
「
一
つ
の
語
句
に
複
數
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を
明
か
す
」
の
項
目
で
見
た
一
節
に
も
現
わ
れ
て
い
る
が
、
眞
諦
の
解
說
中
に

は
、
同
一
の
論
點
を
め
ぐ
っ
て
、
說
一
切
有
部
や
正
量
部
な
ど
異
な
る
部
派
の
見
解
を
併
記
す
る
場
合
が
あ
る
。
次
に
揭
げ
る
も
の

は
イ
ン
ド
僧
の
衣
の
色
に
關
す
る
解
說
で
あ
る
。

眞
諦
三
藏
云
、「
赤
血
色
衣
、
外
國

0

0

袈
裟
。
雖
復
五
部
不
同
、
同
皆
赤
色
」。
問
、
常
云
三
種
壞
色
、
云
何
言
竝
赤
色
。
答
、
常

解
云
、
新
衣
前
取
靑
染
、
次
則
入
泥
、
次
樹
汁
度
之
、
名
爲
木
蘭
、
故
云
若
靑
若
泥
若
木
蘭
。
三
藏
云
、「
預
是
中
國

0

0

人
、
都

無
此
法
。
言
三
種
壞
色
者
、
三
色
之
中
、
隨
用
一
色
、
以
點
印
之
。
若
有
靑
處
、
則
用
靑
點
。
若
無
有
靑
處
、
用
泥
爲
點
。
無

泥
處
、
可
磨
鐵
汁
點
之
、
竝
但
應
取
一
色
便
足
、
但
爲
時
處
各
異
、
一
色
不
恆
、
恐
諸
比
丘
生
於
疑
悔
、
故
言
於
三
種
隨
取
一
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色
。
十
八
部
義
雖
異
、
衣
色
是
一
。
故
『
大
經
』
云
、「
見
我
弟
子
著
赤
色
衣
、
謂
呼
是
血
」。
但
點
不
同
故
、
有
諸
部
爲
異
。

若
薩
婆
多
部
、
點
顯
現
處
。
上
座
部
則
節
節
皆
點
。
若
正
量
部
、
但
點
四
角
也
」。（
吉
藏
『
金
剛
般
若
經
義
疏
』
卷
二
、
大
正

三
三
・
九
七
中
〜
下
）

眞
諦
三
藏
は
い
う
、「
赤
い
血
の
よ
う
な
色
の
衣
は
、
外
國

0

0

（
イ
ン
ド
）
で
は
袈
裟
（kaṣāya, kāṣāya

）
と
い
う
。
五
部
派
の

相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
皆
い
ず
れ
も
赤
色
で
あ
る
」
と
。
問
う
。
ふ
つ
う
は
（
衣
に
關
係
す
る
色
と
し
て
は
）
三
種
の
壞
色

と
言
う
の
に
、
ど
う
し
て
い
ず
れ
も
赤
色
で
あ
る
と
言
う
の
か
。
答
え
る
。
通
常
の
理
解
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
新

た
な
衣
は
、
ま
ず
靑
く
染
め
、
そ
れ
か
ら
泥
の
な
か
に
入
れ
、
次
に
樹
液
を
全
體
に
行
き
渡
ら
せ
る
と
、
こ
れ
を
木
蘭
（
色
）

と
い
う
。
だ
か
ら
、（
壞
色
は
）
靑
も
し
く
は
泥
も
し
く
は
木
蘭
と
言
わ
れ
て
い
る
。（
眞
諦
）
三
藏
は
い
う
、「
お
よ
そ
中
國

0

0

（
イ

ン
ド
を
指
す
）
の
人
々
に
は
そ
の
よ
う
な
や
り
方
は
な
い
。
三
種
類
の
壞
色
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
三
色
の
な
か
の
い
ず
れ
か

一
色
で
點
を
入
れ
て
印
を
つ
け
る
。
も
し
靑
い
も
の
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
靑
で
點
を
入
れ
て
（
壞
色
す
る
）
が
、
も
し
靑
い
も

の
が
な
い
と
こ
ろ
な
ら
ば
泥
で
點
を
入
れ
る
。
泥
が
な
い
と
こ
ろ
な
ら
ば
鐵
を
擦
り
つ
ぶ
し
た
液
で
點
を
入
れ
る
。
い
ず
れ
の

場
合
も
、
も
っ
ぱ
ら
ど
れ
か
一
色
を
使
え
ば
十
分
で
あ
る
が
、
た
だ
、
時
と
場
合
の
違
い
に
よ
り
、
ど
の
一
色
か
は
一
定
し
な

い
が
、
比
丘
た
ち
が
疑
い
や
後
悔
を
懷
く
こ
と
を
恐
れ
る
か
ら
、
そ
れ
故
、
三
種
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
一
色
を
用
い
る
と
言
う

の
で
あ
る
。
十
八
の
部
派
は
、
敎
義
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
衣
の
色
は
み
な
同
一
で
あ
る
。
そ
れ
故
、『
大
（
般
涅
槃
）
經
』

に
「
我
が
弟
子
が
赤
い
衣
を
着
て
い
る
の
を
見
て
血
の
色
だ
と
言
っ
た
」
と
い
う）

83
（

。
た
だ
點
を
入
れ
る
仕
方
だ
け
が
同
じ
で
な

い
か
ら
、
そ
れ
故
、
そ
れ
が
諸
部
派
の
相
違
と
な
る
。
說
一
切
有
部
は
、
目
立
つ
と
こ
ろ
に
點
を
入
れ
、
上
座
部
は
布
の
繼
ぎ

目
に
點
を
入
れ
、
正
量
部
は
四
隅
に
點
を
入
れ
る
の
で
あ
る
」
と
。

以
上
と
內
容
的
に
關
連
す
る
が
表
現
の
異
な
る
佚

斷
片
は
『
玄
應
音
義
』
卷
一
四
＝
『
慧
琳
音
義
』
卷
五
九
（
大
正
五
四
・

六
九
九
上
）、
道
宣
『
羯
磨
疏
』（『
四
分
律
羯
麿
疏
濟
緣
記
』
卷
一
八 

續
一
・
六
四
・
五
・
四
五
九
表
下
）
等
に
も
知
ら
れ
る
が
、
い
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ず
れ
の
斷
片
に
も
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
中
國
の
聽
衆
を
意
識
し
た
上
で
眞
諦
が
イ
ン
ド
に
お
け
る
僧
衣
の
色
に
つ
い
て
發
言

し
て
お
り
、
彼
に
よ
れ
ば
、
部
派
に
よ
っ
て
點
淨
の
方
法
（
す
な
わ
ち
新
た
な
衣
に
點
を
付
け
て
汚
す
こ
と
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
壞

色
を
す
る
た
め
の
具
體
的
方
法）

84
（

）
に
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
イ
ン
ド
の
諸
部
派
の
衣
の
色
は
赤
色
と
い
う
點
で
共
通
し
て
い
る
と
述

べ
て
い
る
點
で
あ
る
。
な
お
、
右
の
一
節
に
お
い
て
眞
諦
が
「
五
部
派
の
相
違
」
と
い
う
言
い
回
し
を
し
て
い
る
の
は
留
意
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
五
世
紀
前
半
頃
よ
り
以
後
、
中
國
に
お
い
て
イ
ン
ド
の
部
派
に
言
及
す
る
際
、
五
部
派
と
い
う
言
い
方
を
す
る
場

合
が
し
ば
し
ば
で
あ
る）

85
（

。
現
在
の
イ
ン
ド
佛
敎
史
で
は
部
派
と
い
え
ば
十
八
部
派
と
い
う
言
い
方
が
よ
り
普
通
で
あ
る
が
、
五
〜
六

世
紀
頃
の
中
國
で
は
五
部
派
と
い
う
表
現
の
ほ
う
が
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
っ
た
。
眞
諦
が
五
部
派
に
言
及
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
當

時
の
中
國
に
お
け
る
常
識
を
反
映
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
の
一
節
は
法
門
の
數
が
八
萬
か
八
萬
四
千
か
に
つ
い
て
の
部
派
閒
の
相
違
を
示
す
。

眞
諦
師
云
。
問
。
此
五
蘊
等
八
萬
法
門
得
一
味
義
、
其
相
云
何
。
若
依
上
坐
部
、
則
有
八
萬
四
千
法
門
。
今
依
正
量
部
、
但
有

八
萬
。
答
。
約
六
種
法
相
、
顯
一
味
義
。
…
…
（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
三 

續
一
・
三
四
・
四
・
三
五
二
裏
上
）

眞
諦
先
生
は
い
う

│
「
質
問
。
こ
れ
ら
五
蘊
な
ど
は
八
萬
法
門
が
同
一
不
變
の
意
味
を
得
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
あ
り
方
は

ど
の
よ
う
か
と
い
え
ば
、
上
座
部
に
よ
れ
ば
、
八
萬
四
千
法
門
で
あ
る
が
、
い
ま
正
量
部
に
よ
る
な
ら
ば
、
八
萬
だ
け
で
あ
る
。

應
答
。
六
種
類
の
法
の
あ
り
方
を
主
題
と
し
て
、
同
一
不
變
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。
…
…
」

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
ス
タ
イ
ル
は
眞
諦
の
「
譯
」
と
し
て
傳
承
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の

獻
に
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
『
顯
識
論
』

に
は
次
の
よ
う
な
部
派
の
對
比
的
解
說
が
あ
る
。

若
小
乘
義
、
正
量
部
名
爲
無
失
、
譬
如
劵
約
。
…
…
摩
訶
僧
耆
柯
部
名
爲
攝
識
。
…
…
薩
婆
多
部
名
同
隨
得
。
…
…
他
毘
梨
部

名
有
分
識
。
…
…
」（
大
正
三
一 

・ 

八
八
〇
下
〜
八
八
一
上
）

（
唯
識
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
相
當
す
る
も
の
を
）
小
乘
の
敎
義
で
は
、
正
量
部
は
無
失
（*avipraṇāśa

）
と
呼
び
、
ち
ょ
う
ど
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約
書
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
。
…
…
摩
訶
僧
祇
部
は
（
こ
れ
に
對
應
す
る
も
の
を
）
攝
識
と
呼
ぶ
。
…
…
說
一
切
有
部
は

同
隨
得
（*sam

anvāgam
a prāpti

）
と
呼
ぶ
。
…
…
上
座
部
は
有
分
識
（*bhavāṅgavijñāna

）
と
呼
ぶ
。
…
…

な
お
一
部
關
連
す
る
議
論
は
『
隨
相
論
』
に
も
み
え
る）

86
（

。

（
五
）
例
證
中
に
イ
ン
ド
人
名
で
は
な
く
中
國
人
名
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る

　

イ
ン
ド
の
佛
典
で
は
、
議
論
の
途
中
で
二
人
の
人
物
を
區
別
し
な
が
ら
例
示
說
明
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
な
場
合
、
日
本
語
で
あ

れ
ば
鈴
木
さ
ん
や
佐
藤
さ
ん
を
擧
げ
る
の
と
似
た
感
覺
で
、
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
と
ヤ
ジ
ュ
ニ
ャ
ダ
ッ
タ
と
い
う
名
を
擧
げ
る
こ
と
が

し
ば
し
ば
あ
る
。
眞
諦
も
例
外
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
『
俱
舍
論
』
破
我
品
の
な
か
で
二
人
の
人
物
の
心
を
區
別
す
る
た
め
の
例
證

と
し
て
「
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
の
心
（D
evadatta-cetas

）」
と
「
ヤ
ジ
ュ
ニ
ャ
ダ
ッ
タ
の
心
（Yajñadatta-cetas

）」
に
言
及
す
る
一
節

が
あ
り
、
そ
の
箇
所
を
眞
諦
は
「
天
與
心
祠
與
心
」
と
直
譯
し
て
い
る
（
大
正
二
九 

・ 

三
〇
八
中
一
〇
）。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、

ほ
ぼ
同
樣
の
例
證
と
し
て
、
眞
諦
が
「
張
王
」

│
張
さ
ん
と
王
さ
ん

│
を
用
い
る
場
合
の
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
更
に
三
人

の
名
を
擧
げ
る
場
合
は
、
眞
諦
が
そ
れ
を
「
張
王
李
」
を
用
い
て
說
明
す
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
の
例
は
、
定
賓
『
四
分
律
飾
宗
義
記
』

卷
第
六
本
に
引
く
『
明
了
（
論
）
疏
』
に
見
ら
れ
る
（「
張
王
李
三
家
、
如
其
次
第
、
諸
比
丘
⻝
…
…
」
續
一
・
六
六 

・ 

二 

・ 

一
七
三

表
上
〜
下
）。
張
、
王
、
李
の
三
姓
を
用
い
て
說
明
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　

た
だ
し
眞
諦
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
例
は
、
彼
自
身
の
著
作
の
み
な
ら
ず
、
翻
譯

獻
で
も
使
用
さ
れ
た
如
く
で
あ
る
。
そ
の
例

と
し
て
『
佛
性
論
』
卷
一
を
擧
げ
て
お
こ
う
。

前
約
異
體
相
續
、
立
自
他
義
、
如
兩
物
相
望
、
故
互
爲
自
他
、
以
張
望
王
、
張
卽
爲
自
、
王
卽
爲
他
。
以
王
望
張
、
王
自
張
他
。

義
亦
如
是
。（
大
正
三
一 

・ 

七
八
九
下
。
ま
た
七
九
二
下
二
四
も
參
照
）
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先
に
身
體
の
異
な
る
相
續
（
心
の
流
れ
）
と
い
う
觀
點
か
ら
自
他
の
意
味
を
確
立
す
る
。
た
と
え
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
二
つ

の
も
の
が
向
き
合
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
相
互
に
自
己
と
他
者
と
を
な
す
。
張
が
王
の
方
を
向
く
と
き
、
張
は
自
己
で
あ
り
王

は
他
者
で
あ
る
。
王
が
張
の
方
を
向
け
ば
、
王
が
自
己
で
あ
り
張
が
他
者
で
あ
る
。
對
象
（
も
の
）
の
場
合
も
同
樣
で
あ
る
。

　

同
樣
の
例
示
は
『
四
諦
論
』
卷
四
に
も
あ
る）

87
（

。

汝
問
。
諸
有
爲
法
、
刹
那
不
住
、
念
云
何
成
。
何
以
故
。
他
見
他
憶
無
此
義
故
者
。
答
。
若
知
者
異
、
念
則
不
成
。
如
張
見
王

憶
。
若
智
相
續
異
、
念
亦
不
成
。
如
見
牛
不
憶
馬
等
。
若
智
一
、
念
亦
不
成
。
無
後
智
故
。
反（
１
）此
三
義
、
則
名
爲
念
。（
大

正
三
二 

・ 

三
九
七
中
）　
（
1
）「
反
」
は
宋
元
明
三
本
に
從
う
。
麗
本
は
「
及
」
に
作
る
。

汝
は
質
問
す
る

│
諸
々
の
有
爲
な
る
存
在
は
暫
し
も
止
ま
ら
な
い
か
ら
、
記
憶
は
い
っ
た
い
ど
う
し
て
成
立
す
る
の
か
（
成

立
し
得
な
い
）。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
あ
る
者
が
（
何
か
を
）
見
て
、
別
な
人
が
（
そ
れ
を
）
記
憶
す
る
こ
と
は
意
味
を
な
さ

な
い
か
ら
。
應
答
。
も
し
認
識
す
る
主
體
が
異
な
る
な
ら
ば
、
記
憶
は
成
立
し
な
い
。
た
と
え
ば
張
が
何
か
を
見
て
王
が
記
憶

す
る
こ
と
（
が
成
り
立
た
な
い
）
よ
う
に
。
も
し
認
識
の
相
續
（
心
の
流
れ
）
が
異
な
る
な
ら
ば
、記
憶
も
ま
た
成
立
し
な
い
。

た
と
え
ば
牛
を
見
て
も
馬
等
を
思
い
出
さ
な
い
よ
う
に
。
も
し
認
識
が
單
一
で
あ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
記
憶
は
成
立
し
な
い
。

な
ぜ
な
ら
後
續
す
る
認
識
が
（
生
じ
）
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
三
つ
の
事
例
と
異
な
る
な
ら
ば
、（
記
憶
は
成
立
す
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
）
記
憶
と
名
付
け
る
。

こ
う
し
た
譯
例
は
、
天
與
と
祠
與
で
は
卽
座
に
理
解
で
き
な
い
漢
人
聽
衆
の
存
在
を
念
頭
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
格
義）

88
（

」
に
類
す

る
が
如
き
感
覺
を
も
っ
て
、
眞
諦
な
い
し
彼
の
翻
譯
グ
ル
ー
プ
の
誰
か
が
思
い
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
張
や
王
に

字
義
通
り
對
應
す
る
語
が
イ
ン
ド
語
原
典
に
あ
っ
た
筈
は
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
、
あ
く
ま
で
理
論
內
容
に
は
影

を
き
た
す
こ
と

の
な
い
例
證
で
あ
る
點
を
考
え
れ
ば
、
不
適
切
な
譯
と
は
決
し
て
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
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（
六
）
中
國
成
立
經
典
を
も
解
說
す
る

　

眞
諦
な
い
し
彼
の
翻
譯
グ
ル
ー
プ
が
聽
衆
が
中
國
人
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
こ
と
は
、
他
の
色
々
な
面
に
も
現
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
眞
諦
が
解
說
を
施
し
た
テ
キ
ス
ト
の
中
に
、
イ
ン
ド
に
は
存
在
し
な
い
、
中
國
成
立
の
經
典
が
含
ま
れ
て
い
る
點
は
看
過

し
得
ぬ
事
實
で
あ
る
。
そ
の
經
典
と
は
、
鳩
摩
羅
什
譯
と
し
て
傳
え
ら
れ
る
『
仁
王
般
若
經
』
で
あ
り
、
こ
の
經
典
を
中
國
で
成
立

し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
既
に
望
月
信
亨
、
大
野
法
道
ほ
か
の
硏
究
蓄
積
が
あ
る
の
で
、
今
は
屋
上
屋
を
重
ね
る
こ
と
を

控
え
る
が）

89
（

、
眞
諦
が
『
仁
王
般
若
經
』
を
對
象
と
し
て
何
ら
か
の
解
說
を
行
い
、
自
說
を
展
開
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　

本
稿
第
一
節
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
一
（
大
正
四
九 

・ 

九
九
上
二
、
上
一
〇
）
を
は
じ
め
と
す
る
諸
經

錄
に
よ
れ
ば
、
眞
諦
は
『
仁
王
般
若
經
』
一
卷
を
譯
し
、
か
つ
『
仁
王
般
若
疏
』
六
卷
を
著
作
し
た
と
さ
れ
る
。
後
者
の
『
疏
』
に

つ
い
て
は
、
吉
藏
、
智
顗
、
圓
測
ら
に
よ
る
引
用
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
眞
諦
の
解
說
が
實
在
し
た
こ
と
は
疑
う
こ
と
が
で
き
な

い
。
一
方
、
眞
諦
が
譯
し
た
と
さ
れ
る
『
仁
王
般
若
經
』
の
實
在
性
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
仁
王
經
中
國
撰
述
說
を
と
る
望
月
信
亨

ら
の
先
行
硏
究
は
當
然
な
が
ら
眞
諦
譯
の
存
在
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
興
味
深
い
こ
と
は
、
圓
測
ら
が
眞
諦
の
『
仁
王
般

若
疏
』
と
し
て
引
用
す
る
佚

に
引
か
れ
て
い
る
經

が
鳩
摩
羅
什
譯
と
し
て
傳
わ
る
疑
經
『
仁
王
般
若
波
羅
蜜
經
』（
大
正

二
四
五
番
）
と
全
く
同
一
で
あ
る
と
い
う
事
實
で
あ
る
。
疑
經
『
仁
王
經
』
と
圓
測
の
引
用
す
る
『
本
記
』（『
本
記
』
と
は
眞
諦
『
仁

王
般
若
疏
』
を
指
す）

90
（

）
の
關
係
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

『
仁
王
般
若
經
』（
大
正
二
四
五
番
）

　

圓
測
の
引
用
す
る
『
本
記
』（
大
正
一
七
〇
八
番
）

不
住
色
、
不
住
非
色
、
不
住
非
非
色
。

一
、
本
記
云
、「
不
住
色
者
、
第
一
句
、
遮
色
。
色
是
色
蘊
、
卽
質
礙
義
。
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（
大
正
八
・
八
二
五
下
二
八
行
）

非
色
者
、
第
二
句
、
遮
四
蘊
、
卽
了
別
心
等
。
非
非
色
者
、
第
三
句
、

重
遮
色
心
。
若
具
、
應
言
不
住
非
色
非
非
色
、
爲
存
略
故
、
但
言
「
非

非
色
」。 

（
大
正
三
三
・
三
八
一
中
一
九
〜
二
三
行
）

三
界
愛
習
順
道
定
、
遠
逹
正
士
獨
諦
了

（
八
二
七
下
一
六
行
）

一
、
本
記
云
、「
三
界
愛
習
一
句
、
謂
三
界
愛
皆
順
如
理
、
不
復
別
見
、

故
言
順
道
定
。
遠
逹
一
句
、
別
前
未
證
見
如
如
、
故
言
獨
了
」。

（
大
正
三
三
・
三
九
六
下
二
〜
五
行
）

返
照
樂
虛
無
盡
源 
（
八
二
七
下
一
九
行
）

依
本
記
云
、「
言
返
照
者
、
返
照
過
去
地
前
之
事
。
言
樂
虛
者
、
緣
現

在
樂
虛
而
不
實
樂
。
言
無
盡
源
者
、
照
知
未
來
道
後
、
不
可
盡
其
源
」。

（
大
正
三
三
・
三
九
七
上
九
〜
一
一
行
）

以
上
、
わ
ず
か
三
箇
所
に
よ
る
例
證
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
眞
諦
釋
に
使
用
さ
れ
る
經

（
梵
語
注
釋
に
お
け
る pratīka 

に

相
當
）
が
い
わ
ゆ
る
羅
什
譯
と
一
致
す
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
經
錄
情
報
と
相
反
し
て
、
眞
諦
が
自
ら
譯

し
た
『
仁
王
經
』
は
初
め
か
ら
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
と
、
眞
諦
が
確
か
に
『
仁
王
經
』
に
何
ら
か
の
解
說
を
施
し
た
で

あ
ろ
う
こ
と
、
そ
し
て
眞
諦
が
基
づ
い
た
經
典
は
、
中
國
に
お
い
て
鳩
摩
羅
什
が
譯
し
た
と
傳
え
ら
れ
て
い
た
、
そ
の
實
は
中
國
成

立
の
疑
經
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
の
三
點
が
か
な
り
の
確
實
性
を
も
っ
て
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
圓
測
が
『
解
深
密
經

疏
』
に
お
い
て
眞
諦
譯
『
仁
王
般
若
經
』
に
つ
い
て
、
圓
測
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

梁
時
承
聖
三
年
、
西
天
竺
優
禪
差
國
三
藏
法
師
波
羅
末
陀
、
梁
云
眞
諦
、
於
豫
章
寶
田
寺
、
翻
出
一
卷
、
名
仁
王
般
若
經
、
疏

有
六
卷
。
雖
有
三
本
、
晉
本
創
初
、
恐
不
周
悉
。
眞
諦
一
本
、
隱
而
不
行
。
故
今
且
依
秦
時
一
本
。（
大
正
三
三
・
三
六
一
下
）

梁
時
の
承
聖
三
年
（
五
五
四
）、
西
天
竺
の
優
禪
差
（
尼
）
國
の
三
藏
法
師
、
波
羅
末
陀
、
梁
に
眞
諦
と
云
う
、
豫
章
の
寶
田
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寺
に
於
い
て
一
卷
を
翻
出
し
、
仁
王
般
若
經
と
名
づ
く
。
疏
に
六
卷
有
り
。
三
本
有
り
と
雖
も
、
晉
本
は
創
初
な
れ
ば
恐
ら
く

は
周
悉
せ
ず
。
眞
諦
の
一
本
は
隱
れ
て
行
わ
れ
ず
。
故
に
今
且
ら
く
秦
時
の
一
本
に
依
る
。

こ
こ
で
は
西
晉
の
竺
法
護
譯
、
後
秦
の
鳩
摩
羅
什
譯
、
梁
の
眞
諦
譯
の
三
本
に
言
及
し
、
鳩
摩
羅
什
譯
に
の
み
に
基
づ
い
て
疏
を
作

成
す
る
理
由
と
し
て
、
竺
法
護
譯
は
最
初
の
譯
で
あ
っ
て
內
容
的
に
す
べ
て
を
詳
し
く
說
い
た
も
の
で
は
な
い
と
言
い
、
そ
し
て
眞

諦
譯
は
目
錄
に
名
が
見
え
る
だ
け
で
實
際
は
ま
っ
た
く
流
布
し
た
形
跡
が
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
書
き
ぶ
り
か
ら
す
れ
ば
、
竺

法
護
譯
『
仁
王
般
若
』
と
稱
さ
れ
る
も
の
が
當
時
は
存
在
し
た
如
く
で
あ
る
が
、
不
審
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
眞
諦
譯
の
非

存
在
を
明
言
し
て
い
る
點
は
興
味
深
い
。
眞
諦
は
翻
譯
作
業
と
は
無
關
係
に
、
恐
ら
く
は
弟
子
に
乞
わ
れ
る
ま
ま
に
こ
の
中
國
で
有
名

な
經
典

│
羅
什
譯
と
さ
れ
る
も
の

│
に
對
し
て
何
ら
か
の
解
說
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
圓
測
が
こ
こ
で
、
目
錄
情
報
と
し

て
承
聖
三
年
に
豫
章
の
寶
田
寺
で
譯
し
た
と
述
べ
て
い
る
の
は
『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
一
の
記
載
と
適
合
す
る
。
そ
の
箇
所
は
、
高
麗

版
そ
の
他
で
字
句
の
異
同
が
多
い
が
、『
歷
代
三
寶
紀
』
を
承
け
て
同
內
容
を
記
す
『
大
唐
內
典
六
』
卷
四
（
大
正
五
五・
二
六
六
上
）

の
表
記
を
も
考
慮
し
な
が
ら
『
歷
代
三
寶
紀
』
の
本
來
の
字
句
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
想
定
す
る
な
ら
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

仁
王
般
若
經
一
卷
。〈
是
第
二
譯
。
與
晉
世
法
護
出
者
少
異
。
同
三
年
、
在
寶
田
寺
譯
。
見
曹
毘
眞
諦
傳
〉。（
大
正
四
九
・
九
九
上
、
但
し
諸
本

を
勘
案
し
て
高
麗
版
の
字
句
を
訂
正
）

『
仁
王
般
若
經
』
一
卷
。〈
こ
れ
は
第
二
譯
で
あ
る
。
西
晉
時
代
の
竺
法
護
の
譯
出
と
や
や
異
な
る
。
同
三
年
、
寶
田
寺
に
て
譯

し
た
。
曹
毘
の
『
三
藏
傳
』
に
記
載
が
あ
る
〉。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
眞
諦
が
『
仁
王
經
』
を
譯
し
た
と
す
る
最
初
の

獻
は
、
曹
毘
『
三
藏
歷
傳
』
で
あ
り
、『
歷
代
三
寶
紀
』
に
お

い
て
費
長
房
は
そ
の
情
報
を
蹈
襲
し
た
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

さ
て
こ
こ
で
、
話
を
眞
諦
の
解
說
に
も
ど
そ
う
。
眞
諦
が
羅
什
譯
に
も
と
づ
い
て
解
說
を
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
眞
諦
の
判
敎

（
敎
相
判
釋
）
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。
眞
諦
と
判
敎
の
問
題
を
今
こ
こ
に
十
分
な
形
で
論
じ
る
準
備
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
か
い
つ
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ま
ん
で
ポ
イ
ン
ト
の
み
を
紹
介
す
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
。
ま
ず
眞
諦
に
は
普
光
『
俱
舍
論
記
』
卷
十
八
の
「
又
眞

諦
云
。
佛
涅
槃
後
經
今
一
千
二
百
六
十
五
年
」（
大
正
四
一
・
二
八
二
上）

91
（

）
と
い
う
一
節
か
ら
知
ら
れ
る
が
如
き
、
あ
る
種
の
佛
敎
的

歷
史
觀
を
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
が
、
眞
諦
は
同
時
に
、
佛
陀
の
生
存
時
に
お
け
る
說
法
そ
の
も
の
に
お
け
る
發
展
を

も
想
定
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
根
本
に
あ
っ
た
の
は
、眞
諦
『
解
節
經
疏
』
お
よ
び
『
部
執
論
記
』
の
佚

よ
り
見
る
限
り
は
、『
解

節
經
』
す
な
わ
ち
『
解
深
密
經
』
の
三
種
の
轉
法
輪
說
で
あ
っ
た
如
く
で
あ
る
。
た
だ
し
、
眞
諦
は
、
類
似
す
る
が
別
な
形
で
の
判

敎
を
も
主
張
し
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
仁
王
般
若
經
』
の
解
說
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
如
來
の
說

法
を
四
十
五
年
と
み
て
、
そ
れ
を
「
轉
法
輪
」「
照
法
輪
」「
持
法
輪
」
の
三
法
輪
に
區
分
す
る
說
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
說
は
た
と

え
ば
次
の
一
節
よ
り
知
ら
れ
る
。

眞
諦
云
、「
如
來
在
世
四
十
五
年
、
說
三
法
輪
。
謂
轉
・
照
・
持
。
然
此
三
輪
、
有
顯
有
密
。
密
則
從
得
道
夜
、
至
涅
槃
夜
、

俱
轉
三
法
輪
。
顯
則
初
成
道
七
年
、
但
轉
轉
法
輪
。
七
年
後
三
十
一
年
中
、
轉
照
法
輪
。
三
十
八
年
後
七
年
中
、
轉
持
法
輪
。

從
轉
轉
法
輪
來
、
有
三
十
年
前
至
二
十
九
年
已
說
餘
般
若
、
今
至
三
十
年
初
月
八
日
、
方
說
『
仁
王
』。
故
言
「
初
年
月
八
日
」、

此
則
成
佛
道
三
十
七
年
說
此
經
、
乃
年
七
十
二
歲
也
」
云
云
。（
智
顗
說
・
灌
頂
記
『
仁
王
護
國
般
若
經
疏
』
卷
二　

大
正

三
三
・
二
六
三
中）

92
（

）

眞
諦
は
い
う
、「
如
來
は
四
十
五
年
の
閒
こ
の
世
に
い
て
、
三
種
の
法
輪
を
說
い
た
。
す
な
わ
ち
轉
法
輪
・
照
法
輪
・
持
法
輪

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
三
法
輪
に
は
顯
在
化
し
た
も
の
と
隱
さ
れ
た
も
の
と
が
あ
る
。
隱
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
、（
如
來
が
）

成
道
し
た
夜
か
ら
涅
槃
の
夜
に
至
る
ま
で
の
い
ず
れ
の
時
に
も
法
輪
を
三
種
と
も
說
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
顯
在
化
し
た
も

の
と
は
成
道
後
の
七
年
閒
は
も
っ
ぱ
ら
轉
法
輪
を
回
し
、
七
年
後
の
三
十
一
年
閒
は
照
法
輪
を
回
し
、
三
十
八
年
以
後
の
七
年

閒
は
持
法
輪
を
回
し
た
こ
と
で
あ
る
。
轉
法
輪
を
回
し
て
か
ら
三
十
年
よ
り
（
一
年
）
前
の
二
十
九
年
ま
で
に
他
の
般
若
經
を

說
い
て
か
ら
、今
や
第
三
十
年
の
正
月
八
日
に
な
っ
て
、そ
こ
で
『
仁
王
（
般
若
）』
を
說
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
（
經
に
）
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「
初
年
月
八
日
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
佛
道
を
成
就
し
て
三
十
七
年
に
こ
の
經
典
を
說
い
た
の
で
あ
り
、
つ
ま
り

七
十
二
歲
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
云
々
。

釋
尊
一
代
の
說
法
を
何
年
と
み
る
か
に
つ
い
て
は
、
中
國
佛
敎
史
に
お
い
て
、
二
つ
の
傳
統
が
あ
る
。
結
論
の
み
を
要
約
す
れ
ば
、

第
一
は
、
釋
尊
の
一
生
を
十
九
歲
で
出
家
し
、
三
十
歲
で
成
道
し
、
四
十
九
年
閒
說
法
し
て
、
七
十
九
歲
で
入
滅
し
た
と
す
る
說
で

あ
る
。
第
二
は
、
二
十
九
歲
で
出
家
し
、
三
十
五
歲
で
成
道
し
、
四
十
五
年
閒
說
法
し
て
八
十
歲
で
入
滅
し
た
と
す
る
說
で
あ
る）

93
（

。

上
記
の
一
節
で
眞
諦
が
「
如
來
在
世
四
十
五
年
」
と
い
う
の
は
第
二
說
と
合
致
す
る
。
こ
れ
は
、『
仁
王
般
若
經
』
に
「
爾
時
十
號

三
明
大
滅
諦
金
剛
智
釋
迦
牟
尼
佛
、
初
年
月
八
日
、
方
坐
十
地
」
云
々
（
大
正
八
・
八
二
五
中
）
と
あ
る
箇
所
の
解
說
で
あ
る
。「
初

年
月
八
日
」
と
い
う
表
現
は
、
恐
ら
く
他
の
經
典
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
、
本
經
に
特
徵
的
な
言
い
回
し
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
上
の

一
節
は
眞
諦
が
殊
更
に
『
仁
王
般
若
經
』
を
解
說
す
る
た
め
に
、
獨
自
の
判
經
を
展
開
し
た
箇
所
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

因
み
に
、「
轉
法
輪
・
照
法
輪
・
持
法
輪
」
と
い
う
意
味
で
の
三
種
法
輪
說
の
典
據
は
『
仁
王
般
若
經
』
で
も
『
解
深
密
經
』
で

も
な
く
、
眞
諦
譯
『
金
光
明
（
帝
王
）
經
業
障
滅
品
第
五
』（
合
部
金
光
明
經
卷
二
所
收
）
の
「
歸
命
頂
禮
一
切
諸
佛
世
尊
、
現
在

十
方
世
界
、
已
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
者
、
轉
法
輪
、
照
法
輪
、
持
法
輪
、
雨
大
法
雨
、
擊
大
法
鼓
、
吹
大
法
螺
、
出
微
妙
聲
、

竪
大
法
幢
、
秉
大
法
炬
」（
大
正
一
六
・
三
六
八
中
）
と
い
う
一
節
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る）

94
（

。
そ
の
場
合
、「
轉
法
輪
」「
照
法
輪
」「
持

法
輪
」
は
そ
れ
ぞ
れ
法
輪
を
轉
ず
、
法
輪
を
照
す
、
法
輪
を
持
す
の
意
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
對
し
て
、
右
に
紹
介
し
た
眞
諦
說
の
佚

に
お
い
て
は
「
轉
轉
法
輪
」「
轉
照
法
輪
」「
轉
持
法
輪
」
と
い
う
極
め
て
特
徵
的
な
術
語
が
見
ら
れ
、そ
れ
ら
は
轉
法
輪
を
轉
ず
、

照
法
輪
を
轉
ず
、
持
法
輪
を
轉
ず
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
轉
法
輪
」「
照
法
輪
」「
持
法
輪
」
は
「
轉
」
の
對
象
を

示
す
名
詞
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
は
イ
ン
ド
語
で
は
說
明
の
つ
か
な
い
、
漢
語
に
依
據
し
た
獨
特
の
表
現
で
あ
る
。

　

更
に
ま
た
、
眞
諦
『
金
光
明
經
疏
』
の
佚

に
は
眞
諦
が
疑
經
『
菩
薩
瓔
珞
本
業
經
』
の
み
に
特
徵
的
な
說
に
基
づ
い
て
經

を

解
說
し
た
こ
と
を
示
す
一
節
も
あ
る
。
こ
れ
は
硏
究
班
の
會
讀
（
擔
當
は
池
田
將
則
）
を
通
じ
て
始
め
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
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が
、
そ
の
詳
細
を
個
人
名
の
論

で
あ
る
本
稿
で
紹
介
す
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
ま
い
。
詳
細
は
、
後
に
刊
行
豫
定
の
硏
究
班
報
吿

書
『
眞
諦
三
藏
佚

集
成
』（
假
題
）
に
詳
細
を
ま
と
め
て
公
表
し
た
い
。
今
は
眞
諦
が
疑
經
を
も
活
用
す
る
と
い
う
點
が
確
認
で

き
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

　

以
上
に
よ
っ
て
一
つ
明
言
し
得
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
、
眞
諦
は
イ
ン
ド
人
で
あ
る
か
ら
疑
經
に
注

釋
を
施
す
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
結
論
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
、
イ
ン

ド
人
で
あ
る
眞
諦
が
注
釋
を
施
し
て
い
る
の
だ
か
ら
『
仁
王
般
若
經
』
は
眞
經
で
あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
も
正
し
く
な
い
こ
と
は
、

既
に
望
月
信
亨
お
よ
び
以
降
の
諸
硏
究
に
よ
っ
て
確
定
的
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
イ
ン
ド
の
正
統
的
經
典
解
釋
法
を
繼
承
す
る

眞
諦
か
ら
み
れ
ば
い
か
に
も
怪
し
げ
で
到
底
受
け
入
れ
難
か
っ
た
は
ず
の
疑
經
に
す
ら
眞
諦
が
注
釋
を
施
し
た
形
跡
を
認
め
な
い
わ

け
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
何
故
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
眞
諦
は
行
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
を
結
論
づ
け
る
こ
と
は
今
は
で
き

な
い
が
、
一
つ
に
は
、
眞
諦
が
請
わ
れ
る
ま
ま
に
中
國
の
聽
衆
に
向
け
た
對
機
說
法
と
し
て
、
既
に
聽
衆
に
馴
染
み
の
あ
る
經
典
や

敎
理
を
用
い
な
が
ら
彼
ら
を
更
に
深
遠
な
敎
え
に
導
こ
う
と
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
七
）
中
國
佛
敎
特
有
の
敎
理
學
を
是
認
す
る

│
三
十
心
說
の
利
用

　

佛
典
を
解
說
す
る
に
當
た
り
、
眞
諦
が
中
國
の
硏
究
現
狀
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
、
菩
薩
の
修
行
階
梯
を
說
明
す
る
際
に
「
十

信
」「
十
解
」「
十
行
」「
十
迴
向
」
と
い
う
術
語
を
採
用
し
た
こ
と
に
も
看
取
さ
れ
る
。
既
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
菩
薩
の
修

行
理
論
に
お
け
る
十
信
・
十
住
・
十
行
・
十
迴
向
と
い
う
用
語
は
中
國
佛
敎
敎
理
學
特
有
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
イ
ン
ド
の

獻

に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
從
來
の
敎
說
に
お
け
る
十
住
が
眞
諦
說
に
お
い
て
は
十
解
と
表
現
さ
れ
る
點
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
通
り
で
あ
る）

95
（

。
こ
れ
ら
中
國
成
立
の
用
語
法
を
眞
諦
が
使
用
し
た
例
證
と
し
て
、
以
下
の
引
用
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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・
眞
諦
三
藏
『
九
識
章
』
云
、「
問
。『
大
本
』（
＝
涅
槃
經
）
云
「
緣
覺
十
千
劫
到
」（
大
正
一
二
・
四
九
一
下
）、
到
何
位
、
是
何
宗
。
答
。

此
是
寂
宗
意
、
除
三
界
或
（
惑
）、
迴
心
學
大
乘
、
入
十
信
、
信
法
如
如
」。
准
知
眞
諦
亦
說
十
信
爲
所
到
處
。（
圓
測
『
解
深
密

經
疏
』
四
、
續
一
・
三
四
・
四
・
三
九
一
表
下
〜
裏
上
）

・
依
『
本
記
』（
＝
眞
諦
『
仁
王
般
若
疏
』）
云
、「
出
二
乘
也
。
大
乘
有
二
。
一
、十
信
至
十
解
、
是
不
定
。
猶
退
爲
二
乘
。
二
、十
行
至

十
地
、
是
定
。
故
言
「
行
獨
大
乘
」」。（
圓
測
『
仁
王
經
疏
』
卷
上
本 

大
正
三
三
・
三
六
九
上
）

・
一
『
本
記
』
云
、「
十
信
爲
習
種
性
。
十
解
爲
性
種
性
。
十
行
爲
道
種
性
。
十
迴
向
已
上
、
卽
屬
見
道
。
經
說
信
等
爲
其
性
故
。

又
下
經
云
。
十
信
十
止
十
堅
心
。
故
知
十
信
爲
習
種
性
」。（
同
卷
中
本 

大
正
三
三
・
三
八
六
下
）

以
上
の
三
箇
所
の
和
譯
は
省
略
す
る
が
、
眞
諦
が
「
十
信
」「
十
迴
向
」
等
の
術
語
を
使
用
し
な
が
ら
修
行
理
論
を
解
說
し
た
こ
と

を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る）

96
（

。

五　

翻
譯

獻
中
に
散
見
さ
れ
る
非
翻
譯
的
要
素

　

前
節
末
尾
に
觸
れ
た
「
十
信
」「
十
解
」「
十
行
」「
十
迴
向
」
等
の
中
國
特
有
の
階
位
說
に
絡
む
問
題
は
、
む
し
ろ
も
う
一
つ
別

の
面
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
術
語
を
眞
諦
が
自
ら
の
注
釋
內
で
使
用
す
る
限
り
は
問
題
な
い
の
で
あ
る
が
、
眞
諦
は
同
じ

も
の
を
い
わ
ゆ
る
翻
譯

獻
中
に
も
使
用
し
た
こ
と
、そ
の
點
が
眞
諦
譯
の
使
用
を
困
難
に
し
て
い
る
一
つ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
卷
三
に
は
「
菩
薩
有
二
種
、
一
在
凡
位
、
二
在
聖
位
。

從
初
發
心
、
訖
十
信
以
還
、
竝
是
凡
位
。
從
十
解
以
上
、
悉
屬
聖
位
」（
大
正
三
一
・
一
七
四
下
）
と
い
っ
た
表
現
が
見
ら
れ
る
。
ま

た
同
卷
四
に
は
「
菩
薩
有
二
種
。
謂
凡
夫
・
聖
人
。
十
信
以
還
是
凡
夫
、
十
解
以
上
是
聖
人
」（
大
正
三
一
・
一
七
七
下
）
と
い
う
說

明
も
あ
る
。
こ
れ
ら
よ
り
知
ら
れ
る
眞
諦
說
は
、
イ
ン
ド
の
修
行
論
と
用
語
が
異
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
同
時
代
の
中
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國
佛
敎
の
敎
理
學
か
ら
見
て
も
極
め
て
獨
特
の
說
で
あ
っ
た
。
い
ま

槪
の
み
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
る
な
ら
ば）

97
（

、
中
國
佛
敎
史
に

お
い
て
、
六
朝
隋
唐
を
通
じ
て
標
準
で
あ
っ
た
菩
薩
の
修
行
階
位
說
は
、
初
發
心
↓
十
信
↓
十
住
（
眞
諦
の
用
語
で
は
十
解
）
↓
十

行
↓
十
迴
向
↓
十
地
↓
後
二
地
と
い
う
五
十
二
位
の
體
系
の
う
ち
、
初
發
心
よ
り
十
信
の
終
了
時
ま
で
を
「
外
凡
夫
位
」、
そ
の
後

の
い
わ
ゆ
る
三
十
心
の
段
階
を
「
內
凡
夫
位
」、
そ
し
て
初
地
以
上
を
「
聖
人
位
」
と
す
る
。
こ
れ
に
對
し
て
上
記
の
二
つ
の
引
用

か
ら
知
ら
れ
る
眞
諦
說
は
、
初
發
心
よ
り
十
信
の
終
了
ま
で
を
「
凡
夫
位
」
と
し
、
十
住
の
初
心
以
上
を
す
べ
て
「
聖
人
位
」
と
す

る
點
で
、
凡
夫
と
聖
人
の
境
界
線
の
設
定
が
同
時
代
標
準
說
と
大
き
く
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
當
時
の
中
國

人
聽
衆
か
ら
す
れ
ば
極
め
て
理
解
し
や
す
い
形
で
修
行
階
位
說
が
說
か
れ
て
い
る
點
は
大
い
に
評
價
す
べ
き
反
面
、
そ
う
し
た
非
翻

譯
的
要
素
が
眞
諦
自
身
の
著
作
で
は
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
譯
」
の
中
に
插
入
さ
れ
て
い
る
點
は
問
題
で
あ
り
、
譯

中
の
ど
こ
か
ら

ど
こ
ま
で
が
純
然
た
る
翻
譯
で
あ
り
、
ど
の
部
分
が
眞
諦
あ
る
い
は
彼
の
譯
經
グ
ル
ー
プ
の
認
め
た
插
入
箇
所
な
の
か
、
そ
の
點
が

今
日
で
は
全
く
判
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

（
一
）
梵
語
の
一
語
を
漢
字
二
字
で
譯
し
、
各
々
に
別
な
解
釋
を
與
え
る

　

直
前
に
指
摘
し
た
事

と
も
密
接
に
關
わ
る
が
、
時
に
眞
諦
は
、
イ
ン
ド
の
語
で
あ
れ
ば
一
單
語
で
あ
る
は
ず
の
も
の
を
漢
字
二

字
を
も
ち
い
て
翻
譯
し
、
か
つ
、
そ
の
漢
字
二

字
に
差
異
を
與
え
る
解
說
を
お
こ
な
う
こ
と
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
イ
ン
ド
語
で

一
語
の
言
葉
を
類
似
の
漢
字
二

字
を
用
い
て
表
現
す
る
こ
と
は
通
常
の
現
象
で
あ
る
が
、
そ
の
二

字
に
別
々
な
解
釋
を
あ
た
え

る
の
は
、
非
常
に
奇
妙
で
特
徵
的
な
現
象
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
現
象
を
端
的
に
あ
ら
わ
す
事
例
と
し
て
、「
歡

」
と

い
う
語
を
「
歡
」
と
「

」
に
分
け
て
解
釋
す
る
場
合
の
あ
る
こ
と
が
既
に
長
尾
雅
人
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る）

98
（

。
歡

と
は
菩
薩

の
十
地
の
最
初
に
位
置
す
る
初
地
の
別
名

│
歡

地pram
uditā bhūm

iḥ
│
で
あ
り
、
歡

に
相
當
す
る
原
語
は pram

udita- 
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（

ん
だ
、
嬉
し
い
）
と
い
う
形
容
詞
的
價
値
を
有
す
る
單
一
の
語
で
あ
る
。
こ
の
語
に
つ
い
て
、
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』（
世
親

釋
）
卷
八
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

捨
自
愛
名
歡
、
生
他
愛
名

。（
大
正
三
一
・
二
〇
六
上
）

自
分
に
對
す
る
愛
著
を
捨
て
る
こ
と
を
「
歡
」
と
い
い
、
他
人
に
對
す
る
愛
情
を
生
じ
る
こ
と
を
「

」
と
い
う
。

こ
れ
は
ま
っ
た
く
漢
語
に
依
存
し
た
解
說
方
法
で
あ
っ
て
、
梵
語
と
し
て
は
あ
り
得
な
い
事

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
長
尾
雅
人

は
こ
の
前
後
の

脈
を
精
査
す
る
こ
と
に
よ
り
、
單
に
歡

の
說
明
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
含
む
一
節
全
體
に
わ
た
っ
て
翻
譯
と
は

見
な
し
が
た
い
要
素
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
更
に
長
尾
は
、
眞
諦
譯
『
說
大
乘
論
釋
』
に
お
い
て
は
歡

の
み
な
ら
ず
、

「
意
用
」（āśaya

）
を
「
意
」
と
「
用
」
と
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
を
區
別
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
同
じ
『
攝
大
乘
論
釋
』
卷
九
に
は
、「
信
樂
意
」（adhyāśaya

）
と
い
う
語
を
信
と
樂
と
意
に
區
別
す
る
場
合
が
あ
る
。

以
下
に
、
そ
の
う
ち
の
「
信
」
と
「
樂
」
に
差
異
を
與
え
る
說
明
部
分
を
擧
げ
る
。

於
六
度
正
敎
中
、
心
決
無
疑
、
故
名
爲
信
。
如
所
信
法
、
求
欲
修
行
、
故
名
爲
樂
。（
大
正
三
一
・
二
一
三
中
）

六
波
羅
蜜
の
正
し
い
敎
え
に
對
し
て
心
が
確
定
し
疑
い
が
な
い
こ
と
か
ら
「
信
」
と
名
付
け
る
。
信
を
起
こ
し
た
對
象
の
ま
ま

に
從
っ
て
修
行
し
よ
う
と
す
る
か
ら
「
樂
」（
ね
が
い
、
欲
求
）
と
名
付
け
る
。

「
信
樂
意
」
に
對
應
す
る
梵
語
は adhyāśaya 

と
考
え
ら
れ
る
。
因
み
に
同
じ
語
に
對
應
す
る
佛
陀
扇
多
譯
は
「
深
心
」、
笈
多
譯
も

同
じ
く
「
深
心
」、
玄
奘
譯
は
「
增
上
意
樂
」
で
あ
る
。「
信
」
と
「
樂
」
の
區
別
は
梵
語
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。

　

類
例
は
更
に
『
佛
性
論
』
卷
二
の
「
潤
滑
」
な
る
語
の
解
說
に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。「
潤
滑
」
と
い
う
語
を
詳
細
に
解
說

す
る
箇
所
の
中
に
「
潤
」
と
「
滑
」
と
に
區
別
し
て
、「
潤
滑
者
、
潤
以
顯
其
能
攝
義
、
滑
者
顯
其
背
失
向
德
義
」
と
い
う
說
明
が

あ
る
（
大
正
三
一
・
七
九
七
上
一
二
〜
一
三
）。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
を
含
む
一
連
の
解
說
は
「
三
潤
滑
性
者
」（
大
正
三
一
・
七
九
六
下

一
七
〜
一
八
）
か
ら
始
ま
り
、
更
に
そ
れ
は
「
別
相
有
三
種
。
何
者
爲
三
。
一
者
如
意
功
德
性
、
二
者
無
異
性
、
三
者
潤
滑
性
」（
大
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正
三
一
・
七
九
六
中
五
〜
六
）
を
解
說
す
る
箇
所
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
の
三
種
は
、
幸
い
な
こ
と
に
、
梵
語
本
『
寶
性
論
』

三
一
偈
お
よ
び
そ
の
散

釋）
99
（

に
對
應
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
如
意
功
德
性
・
無
異
性
・
潤
滑
性
は
順
に
、prabhāva, 

ananyathābhāva, snigdha （
あ
る
い
はsnigdhabhāva

）
の
譯
で
あ
る
と
確
定
可
能
で
あ
る
。
以
上
に
よ
り
、「
三
潤
滑
性
者
」（
大

正
三
一
・
七
九
六
下
一
七
〜
一
八
）
以
下
の
「
潤
滑
者
、
潤
以
顯
其
能
攝
義
、
滑
者
顯
其
背
失
向
德
義
」
を
含
む
箇
所
に
ぴ
っ
た
り

と
對
應
す
る

章
は
『
寶
性
論
』
に
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
根
幹
を
な
す
潤
滑
と
い
う
語
の
原
語
が snigdha 

で
あ
る
こ
と
は
、

確
實
に
知
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、
潤
滑
は
本
來
は
梵
語
で
は
一
語
で
表
現
さ
れ
る
一
つ
の
槪
念
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
「
潤
」
と
「
滑
」
に
區
別
す
る
こ
と
は
イ
ン
ド
語
の

脈
で
は
意
味
を
も
た
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

因
み
に
こ
の
箇
所
は
、か
つ
て
坂
本
幸
男
が
『
佛
性
論
』
內
部
に
存
す
る
眞
諦
自
身
の
解
說
部
分
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
「
釋
曰
」

か
ら
始
ま
る
箇
所
で
は
な
く
、
テ
キ
ス
ト
の
い
わ
ゆ
る
地
の

に
見
ら
れ
る
說
明
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
隨
相
論
』
に
お
い
て
は
、『
俱
舍
論
』
で
用
い
ら
れ
て
い
る chanda

「
愛
欲
」
と
い
う
語
を
「
愛
」
と
「
欲
」
と
に
分

解
し
て
「
我
及
愛
是
見
道
所
破
、
欲
是
修
道
所
破
」（
大
正
三
二
・
一
六
五
下
四
〜
五
）
と
說
明
し
分
け
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と

が
先
行
硏
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る）

100
（

。

　

以
上
、
梵
語
で
は
一
語
で
あ
る
も
の
を
類
似
の
漢
字
二

字
を
用
い
て
譯
し
、
更
に
そ
の
二

字
に
意
味
上
の
差
異
を
與
え
る
事

例
が
『
攝
大
乘
論
釋
』『
佛
性
論
』
等
に
確
認
で
き
る
こ
と
を
見
た
。
か
か
る
事
例
に
つ
い
て
、
從
來
の
硏
究
は
槪
し
て
、
そ
れ
ら

は
イ
ン
ド
の
原
典
に
は
あ
る
べ
く
も
な
い
か
ら
イ
ン
ド
人
學
匠
た
る
眞
諦
が
そ
の
よ
う
な
解
釋
を
し
た
筈
は
な
く
、
恐
ら
く
は
弟
子

の
誤
っ
た
筆
記
錄
の
混
入
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
方
向
で
解
釋
し
て
き
た）

101
（

。
眞
諦
譯
中
の
不
可
解
や
不
具
合
を
弟
子
の
誤
解
に

歸
せ
し
め
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
そ
れ
が
正
し
い
解
釋
か
、
筆
者
は
大
き
な
疑
問
で
あ
る
と
考
え
る）

102
（

。
本

稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
眞
諦
は
疑
經
『
仁
王
般
若
經
』
に
す
ら
解
說
を
施
し
た
形
跡
が
あ
り
、
し
か
も
、
地
前
の
修

行
階
位
と
し
て
十
信
・
十
解
・
十
行
・
十
迴
向
と
い
う
中
國
佛
敎
敎
理
學
特
有
の
用
語
さ
え
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る



54

と
き
、
そ
れ
ら
の
現
象
の
す
べ
て
を
弟
子
の
誤
解
と
し
て
處
理
す
る
こ
と
は
か
え
っ
て
說
得
性
を
缺
く
で
あ
ろ
う
。
積
極
的
に
認
め

た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
む
し
ろ
眞
諦
自
身
が
、
あ
る
い
は
彼
の
譯
經
集
團
が
グ
ル
ー
プ
の
總
意
と
し
て
、
中
國
特
有
の

要
素
を
用
い
て
解
說
す
る
こ
と
を
何
ら
か
の
形
で
是
認
し
て
い
た
と
解
釋
す
る
ほ
う
が
事
態
を
う
ま
く
說
明
で
き
る
。

（
二
）
純
粹
な
翻
譯
で
あ
れ
ば
夾
注
で
あ
る
べ
き
も
の
が
本

と
し
て
表
示
さ
れ
る
例

　

眞
諦
の
「
譯
」
と
し
て
傳
承
さ
れ
る

獻
の
い
く
つ
か
に
は
、嚴
密
な
意
味
で
純
然
た
る
翻
譯

獻
で
あ
る
な
ら
ば
夾
注
（

注
）

で
あ
る
べ
き

言
が
本

と
し
て
表
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
以
下
に
そ
の
二
三
の
實
例
を
示
そ
う
。

　

ま
ず
、『
顯
識
論
』
よ
り
一
例
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
三
用
識
者
、
六
種
眼
識
界
等
、
卽
是
六
識
。『
大
論

0

0

』
名
爲
正

0

0

0

受0

識0

」（
大
正
三
一
・
八
七
九
上
）

第
三
の
用
識
は
、
眼
識
界
を
初
め
と
す
る
六
種
で
あ
り
、
六
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。『
大
論

0

0

』
で
は
そ
れ
を
正

0

0

0

0

0

0

受0

識
と
呼
ぶ

0

0

0

0

。

中
國
佛
敎
で
『
大
論
』
と
言
え
ば
通
常
は
『
大
智
度
論
』
を
指
す
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
で
は
な
く
、『
大
論
』
と
は
『
攝
大
乘
論
』

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
『
顯
識
論
』
の
前
後
の

脈
よ
り
容
易
に
推
察
さ
れ
る
。
興
味
深
い
の
は
、「
用
識
」
も
「
正
受
識
」

も
梵
語
で
は
共
に
同
じ aupabhogikaṃ

 vijñānam
 

ま
た
は upabhogavijñānam

と
な
る
こ
と
で
あ
る）
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。
用
識
と
正
受
識
の
譯
し
分

け
は
中
國
語
と
し
て
は
意
味
を
な
す
が
、
梵
語
等
の
イ
ン
ド
語
で
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
な
り
、

脈
上
意
味
を
な
さ
な
い
。
つ
ま
り

こ
れ
は
中
國
語
に
依
存
し
た
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
右
の
一
節
の
う
ち
、
傍
點
部
の
七
字
は
、
本
來
は
イ
ン
ド
語
の
原
テ
キ
ス
ト

に
は
存
在
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、『
顯
識
論
』
に
は
、
こ
れ
に
類
す
る
例
を
他
に
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る）

104
（

。

　

次
に
『
婆
藪
槃
豆
法
師
傳
』（『
婆
藪
槃
豆
傳
』）
に
つ
い
て
も
類
例
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
周
知
の
よ
う
に
こ
の

獻
も

ま
た
眞
諦
の
「
譯
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
一
節
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
の
非
翻
譯
的
要
素
を
想
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定
せ
ず
に
は
讀
め
な
い
箇
所
で
あ
る
。

此
土
有
國
師
婆
羅
門
姓
憍
尸
迦
。
有
三
子
同
名
婆
藪
槃
豆
。
婆
藪
譯
爲
天

0

0

0

0

0

、
槃
豆
譯
爲
親

0

0

0

0

0

。
天
竺
立
兒
名

0

0

0

0

0

、
有0

此
體

0

0

。
雖
同
一

0

0

0

名0

、
復
立
別
名

0

0

0

0

、
以
顯
之

0

0

0

。
第
三
子
婆
藪
槃
豆
、
於
薩
婆
多
部
出
家
、
得
阿
羅
漢
果
。
別
名
比
鄰
持
跋
娑（
１
）。
比
鄰
持
是
其

0

0

0

0

0

母
名

0

0

。
跋
娑

0

0

（
２
）譯
爲
子

0

0

0

、亦
曰
兒

0

0

0

。
此
名

0

0

通0

人
畜

0

0

、如
牛
子
亦
名
跋
娑

0

0

0

0

0

0

0

（
２
）、但
此
土
呼
牛
子
爲
犢

0

0

0

0

0

0

0

0

（
３
）。（
大
正
五
〇
・
一
八
八
中
）

（
１
）「
娑
」。
原
本
「
婆
」
を
意
を
以
て
改
め
る
。　
（
２
）「
跋
娑
」。
麗
本
は
「

婆
」、
宋
元
明
三
本
は
「
跋
婆
」
に
作
る
が
、
意
を
以
て
改
め
る
。　
（
３
）
こ
の
直
後
の
箇
所
を
大

正
藏
（
縮
藏
も
同
樣
）
が
「
…
…
爲
犢
長
子
。
婆
藪
槃
豆
是
菩
薩
根
性
人
」
と
區
切
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。「
…
…
爲
犢
。
長
子
婆
藪
槃
豆
是
菩
薩
根
性
人
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
土
地
に
、
カ
ウ
シ
カ
と
い
う
姓
の
婆
羅
門
が
い
て
、
そ
の
三
人
の
息
子
は
み
な
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
と
い
う
名
で
あ
っ
た
。

ヴ
ァ
ス
は

0

0

0

0

「
天0

」（
神
）
と
い
う

0

0

0

意0

味
で
あ
り

0

0

0

0

、
バ
ン
ド
ゥ
は

0

0

0

0

0

「
親0

」（
一
族
）
と
い
う

0

0

0

意0

味
で
あ
る

0

0

0

0

。
イ
ン
ド
で
は
子
供
に
名

0

0

0

0

0

0

0

0

0

前0

を
つ
け
る
と
き
に
こ
の
よ
う
な
仕
方
を
す
る
の
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
み
な
同
じ
名

0

0

0

0

0

前0

で
あ
っ
て
も

0

0

0

0

0

、
更0

に
別
な
名

0

0

0

0

前0

を
付
け
て

0

0

0

0

（
各
人

の
相
違
を
）
表
わ
す
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

。
第
三
子
の
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
說
一
切
有
部
で
出
家
し
て
阿
羅
漢
果
を
得
た
。
彼
は
又
の
名

を
比
鄰
持
跋
娑
（*V

iriñcivatsa?

）
と
い
っ
た
。
比
鄰
持
は
母
親
の
名

0

0

0

0

0

0

0

0

前0

で
あ
る

0

0

0

。
跋
娑

0

0

（vatsa

）
は0

「
子0

」「
兒0

」
と
い
う

0

0

0

意0

味
で
あ
る

0

0

0

0

。
こ
の
名

0

0

0

（vatsa

）
は
人
閒
に
も
家
畜
に
も
用
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
ち
ょ
う
ど
牛
の
子
ど
も
の
こ
と
も
跋
娑

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（vatsa

）
と
い

0

0

う
の
と
同
樣
で
あ
る
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
た
だ
し
こ
の
地

0

0

0

0

0

0

（
中
國
）
で
は
牛
の
子
の
こ
と
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
犢0

」
と
呼
ぶ

0

0

0

。

以
上
の
一
節
は
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
と
い
う
名
前）

105
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を
解
說
し
た
箇
所
で
あ
る
が
、
傍
點
部
に
つ
い
て
は
、
翻
譯
さ
れ
る
べ
き
原
典
に
存

在
し
て
い
た
と
想
定
す
る
よ
り
も
、
こ
の
漢
語

獻
が
編
纂
さ
れ
た
時
に
付
さ
れ
た
情
報
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

次
も
同
じ
く
『
婆
藪
槃
豆
法
師
傳
』
の
一
節
で
あ
る
。

佛
滅
度
後
五
百
年
中
、
有
阿
羅
漢
名
迦
旃
延
子
。
母
姓

0

0

迦0

旃0

延0

、
從
母
爲
名

0

0

0

0

。
先
於
薩
婆
多
部
出
家
。
本
是
天
竺
人
、
後
往

賓
國
。

0

賓0

在
天
竺
之
西
北

0

0

0

0

0

0

。
與
五
百
阿
羅
漢
及
五
百
菩
薩
、
共
撰
集
薩
婆
多
部
阿
毘
逹
磨
、
製
爲
『
八
伽
蘭
他
』、
卽0

此
閒

0

0

云0

『
八
犍

0

0

（
１
）度0

』。
…
…
（
大
正
五
〇
・
一
八
九
上
）　　
（
１
）「
犍
」
は
宋
元
明
三
本
に
從
う
。
麗
本
は
「
乾
」
に
作
る
。
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佛
滅
度
後
の
第
五
の
百
年
中
に
（
佛
滅
後
五
世
紀
末
ま
で
に
）、
迦
旃
延
子
（K

ātyāyanīputra

）
と
い
う
阿
羅
漢
が
い
た
。
母0

の
姓
が

0

0

0

迦0

旃0

延0

で
あ
り

0

0

0

、
母
に
し
た
が
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

（
迦0

旃0

延0

の
息
子
と

0

0

0

0

）
名
づ
け
ら
れ
た

0

0

0

0

0

0

。
ま
ず
說
一
切
有
部
で
出
家
し
た
。
も
と

は
天
竺
（
イ
ン
ド
）
の
人
で
あ
っ
た
が
、
後
に

賓
（
ガ
ン
ダ
ー
ラ
や
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
の
一
帶
）
に
行
き

│
0

賓0

は
天
竺
の

0

0

0

0

西
北
に
位

0

0

0

0

置0

す
る

0

0

│
、
五
百
人
の
羅
漢
お
よ
び
五
百
人
の
菩
薩
と
共
に
說
一
切
有
部
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
を
編
輯
し
て
『
八
伽
蘭

他
』

│
こ
の
地
に
て

0

0

0

0

0

『
八
犍
度
論

0

0

0

0

』
と
い
う
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

│
を
製
作
し
た
。
…
…

こ
こ
で
も
傍
點
部
を
イ
ン
ド
語
原
典
か
ら
の
忠
實
な
翻
譯
と
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
上
記
二
箇
所
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
譯

と
し
て
傳
承
さ
れ
て
き
た

獻
の
中
に
、「
此
土
」
な
い
し
「
此
閒
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
中
國
を
指
し
示
す
部
分
が
あ
る
こ
と

は
見
逃
せ
な
い
。

　
『
婆
藪
槃
豆
法
師
傳
』
が
純
粹
な
翻
譯
で
は
あ
り
得
ず
、
眞
諦
の
口
述
內
容
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
可
能
性
は
夙
に
高
楠
順
次

郞
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
も
お
お
む
ね
同
意
す
る
。
た
だ
し
、
高
楠
が
そ
の
根
據
と
し
て
言
及
を
指
示
し
た
次
の
跋

に
つ
い
て
は
高
楠
說
に
誤
解
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

前
來
訖
此
、
記
天
親
等
兄
弟
。
此
後
記
三
藏
闍
梨
從
臺
城
出
入
東
至
廣
州
、
重
譯
大
乘
諸
論

遷
化
後
事
、
傳
於
後
代
。（
大

正
五
〇
・
一
九
一
上
）

こ
こ
ま
で
の
箇
所
は
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
ら
（
三
）
兄
弟
の
こ
と
を
記
錄
す
る
。
こ
れ
以
降
は
三
藏
闍
梨
（
眞
諦
）
が
建
康
の
宮

城
よ
り
出
て
東
部
に
行
き
、（
そ
の
後
）
廣
州
に
到
着
し
て
大
乘
の
諸
論
を
再
度
譯
し
た
こ
と
と
逝
去
後
の
こ
と
を
記
錄
し
、

そ
れ
を
後
代
に
ま
で
傳
え
る
。

以
上
の
箇
所
に
つ
い
て
、
高
楠
の
英
譯）

106
（

が
、
臺
城
（
し
か
し
高
楠
の
表
記
は
「
台
城
」）
を "the capital of Tai-chou" 

す
な
わ
ち
台

州
（
浙
江
省
）
の
都
城
と
す
る
の
は
誤
解
で
あ
る
。
正
し
く
は
建
康
の
內
城
、
卽
ち
天
子
の
住
ま
う
臺
城
（
宮
城
）
を
指
す
と
理
解

す
べ
き
で
あ
る）

107
（

。
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な
お
こ
の
部
分
を
書
い
た
作
者
が
誰
か
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
こ
の
跋

が
後
代
の
加
筆
で
は
な
く
、
當
該

獻

の
成
立
當
初
か
ら
存
在
し
た
と
想
定
し
た
い）

108
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
在
『
婆
藪
槃
豆
法
師
傳
』
の
名
で
傳
え
ら
れ
る

獻
が
、
そ
の

連
續
す
る
失
わ
れ
た
後
半
部
分
に
お
い
て
眞
諦
三
藏
自
身
の
中
國
到
着
後
の
事
跡
を
記
す
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ

う
な
も
の
を
「
譯
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
跋

に
つ
い
て
宇
井
伯
壽
は
次
の
よ
う
に
い
う
、「
現
本
は
之
を
よ
く
見
る
と
本

と
註
記
と
が
互
い
に
混
じ
て
存
す
る
と

考
へ
ら
る
る
か
ら
、
熟
讀
す
れ
ば
大
體
は
兩
者
を
區
別
し
得
る
と
思
う
。
か
く
區
別
し
て
槪
觀
す
る
と
、
本0

0

の
部
は
如
何
に
も
譯

0

0

0

0

0

0

0

0

た
る
こ
と
が
表
は
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
に
三
藏
が
註
解
的
の
句
を
附
加
し
た
の
で
あ
ら
う
と
推
定
さ
る
る
。
然
し
元
來
は
之
に
三
藏
の
傳
が
添

加
せ
ら
れ
て
居
た
こ
と
本

最
後
の

註
に
よ
っ
て
知
ら
る
る
」（
傍
點
は
引
用
者
に
よ
る
）
と）
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（

。

　

宇
井
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
が
、
果
た
し
て
本
當
に
「
本

」
は
「
譯
」
で
あ
っ
た
の
か
、
筆
者
に
は
甚
だ
疑
わ
し
い
。
右
に
見

た
跋

は
『
婆
藪
槃
豆
法
師
傳
』
が
翻
譯
で
あ
っ
た
こ
と
の
證
明
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
は
そ
の
逆
で
あ
る
よ
う
に
筆
者
に
は

思
わ
れ
る
。
譯
で
な
く
眞
諦
の
口
述
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
眞
諦
の
傳
記
と
も
接
合
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
理
に
叶
う
。

　

そ
も
そ
も
漢
譯
佛
典
中
で
「
傳
」
と
稱
す
る
も
の
が
本
當
に
翻
譯
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
極
め
て
疑
わ
し
い）

110
（

。
も
ち
ろ
ん
『
阿
育

王
傳
』
の
よ
う
に
あ
る
程
度
對
應
す
る
梵
語

獻
『
ア
シ
ョ
ー
カ
・
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
』
を
想
定
可
能
な
も
の
は
あ
る
。
ま
た
あ
る
特

定
の
人
物
の
事
跡
を
讚
歎
す
る
內
容
が
讚
（stotra

）
と
し
て
韻

で
著
作
さ
れ
る
例
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
鳩
摩
羅
什
の
譯

と
傳
え
ら
れ
る
『
龍
樹
菩
薩
傳
』『
提
婆
菩
薩
傳
』『
馬
鳴
菩
薩
傳
』
や
目
下
問
題
と
し
て
い
る
『
婆
藪
槃
豆
法
師
傳
』
の
場
合
は
ど

う
か
。
こ
れ
ら
の
四
つ
の
傳
は
槪
し
て
當
該
人
物
の
出
自
か
ら
說
き
起
こ
し
、
幼
少
よ
り
ほ
ぼ
時
系
列
に
沿
っ
て
逝
去
に
至
る
一
生

の
事
跡
を
、
散

で
語
る
體
裁
を
有
す
る
。
そ
の
形
式
は
、
中
國
傳
統
の
「
傳
」
お
よ
び
そ
れ
を
蹈
ま
え
る
僧
傳
と
あ
ま
り
に
も
酷

似
し
て
い
る
。
管
見
の
限
り
、
類
似
の
も
の
が
散

形
式
の
梵
語
で
著
わ
さ
れ
た
事
例
を
擧
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
言
え

ば
、
北
魏
の
吉
迦
夜
と
曇
曜
の
譯
と
さ
れ
る
『
付
法
藏
因
緣
傳
』
が
翻
譯
で
は
あ
り
得
ず
、『
十
誦
律
』
や
『
大
智
度
論
』
そ
の
他



58

の

言
を
用
い
て
中
國
で
編
輯
さ
れ
た

獻
で
あ
る
こ
と
も
既
に
論
證
さ
れ
て
い
る
。『
婆
藪
槃
豆
法
師
傳
』
を
は
じ
め
と
す
る
四

傳
が
佛
傳

學
と
は
無
緣
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
譯
者
名
の
み
を
明
記
し
て
イ
ン
ド
人
の
著
者
を
示
し
て
い
な
い
點
も
あ
わ
せ
て
考

慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
結
論
と
し
て
、『
婆
藪
槃
豆
法
師
傳
』
は
、
そ
の
素
材
と
言
う
べ
き
逸
話
等
は
勿
論
イ
ン
ド
に
遡
る
こ
と
が

可
能
で
あ
ろ
う
が
、
傳
記
と
し
て
の
形
式
は
イ
ン
ド

獻
に
は
對
應
せ
ず
、
眞
諦
が
口
述
し
た
イ
ン
ド
起
源
の
逸
話
の
數
々
を
中
國

人
の
弟
子
た
ち
が
書
き
記
し
た
も
の
と
筆
者
は
考
え
る
。

六　

眞
諦
佚

の
意
味
す
る
も
の

　

第
四
節
と
第
五
節
を
通
じ
て
眞
諦
自
身
の
經
典
解
說
方
法
の
基
本
的
特
徵
を
見
て
き
た
。
要
す
る
に
眞
諦
は
、
イ
ン
ド
佛
敎
敎
理

學
の
正
統
的
知
識
を
有
す
る
一
方
で
、
自
ら
の
弟
子
や
聽
衆
が
中
國
佛
敎
の
傳
統
に
慣
れ
て
い
る
こ
と
を
十
分
理
解
し
た
上
で
、
イ

ン
ド
の
情
報
を
授
け
た
り
、
イ
ン
ド
と
中
國
の
相
違
を
明
確
に
し
、
ま
た
時
に
は
イ
ン
ド
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
中
國
成
立
の
經
典

や
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
敎
說
や
術
語
を
も
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
に
活
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
眞

諦
の
學
說
に
は
、
他
の
い
ず
れ
の

獻
に
も
見
ら
れ
な
い
貴
重
な
イ
ン
ド
情
報
を
含
む
側
面
と
、
イ
ン
ド

化
と
中
國

化
の
混
淆

的
な
側
面
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
、眞
諦
說
は
著
作
が
失
わ
れ
た
後
に
も
斷
片
的
に
引
用
さ
れ
續
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

細
か
な
論
證
は
省
略
す
る
が
、
後
代
の
學
僧
が
眞
諦
說
を
引
用
す
る
時
に
は
、
自
說
の
補
强
の
た
め
に
眞
諦
を
肯
定
的
に
引
用
す

る
場
合
と
、
眞
諦
說
を
自
說
と
對
立
す
る
も
の
と
し
て
否
定
す
る
た
め
に
引
用
す
る
場
合
と
が
あ
っ
た
。
後
者
は
と
り
わ
け
窺
基
を

始
め
と
す
る
玄
奘
門
下
に
顯
著
で
あ
る
。
そ
の
際
、
玄
奘
系
の
人
々
は
か
れ
ら
の
師
の
說
こ
そ
が
イ
ン
ド
の
正
統
中
の
正
統
で
あ
る

こ
と
を
說
明
す
る
た
め
に
、
眞
諦
の
說
を
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
し
ば
し
ば
批
判
し
た
。
そ
の
場
合
、
し
ば
し
ば
や
り

玉
に
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
眞
諦
說
の

化
混
淆
的
な
性
格
と
密
接
に
關
わ
る
、
イ
ン
ド
の
正
統
か
ら
逸
脫
す
る
要
素
で
あ
っ
た
。
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イ
ン
ド
人
眞
諦
が
疑
經
に
す
ら
解
說
を
行
っ
た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
高
崎
直
道
が
、『
涅
槃
經
本
無

今
有
偈
論
』
に
關
し
て
、
そ
れ
は
眞
諦
自
身
の
說
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
同
經
の
當
該
偈
が
眞
諦
當
時
の
イ
ン
ド
で
知

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
可
能
な
解
釋
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
は
傾
聽
に
値
す
る
。

一
つ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、眞
諦
の
弟
子
た
ち
が
、『
俱
舍
論
』
の
講
釋
の
際
に
、三
世
論
に
關
連
し
て
自
分
た
ち
に
周
知
の
『
涅

槃
經
』
の
こ
の
偈
を
も
ち
出
し
て
、
眞
諦
三
藏
の
敎
え
を
仰
い
だ
と
い
う
よ
う
な
光
景
で
あ
る
。
こ
う
い
う
狀
況
設
定
は
他
の

譯
書
の
い
く
つ
か
に
も
適
用
出
來
そ
う
で
あ
る）

111
（

。

恐
ら
く
は
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
高
崎
は
『
涅
槃
經
本
無
今
有
偈
論
』
と
の
關
連
か
ら
右
の
推
測
を
表
明
し
て

い
る
が
、
同
じ
こ
と
は
眞
諦
撰
『
仁
王
般
若
疏
』
に
も
妥
當
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
第
四
節
（
七
）
に
見
た
「
三
十
心
」
の
說
な
ど

も
同
樣
で
あ
ろ
う
。

　

眞
諦
が
中
國
成
立
の
經
典
の

言
や
敎
理
學
的
術
語
の
こ
と
を
本
國
に
お
い
て
梵
語
と
し
て
知
っ
て
い
た
可
能
性
は
無
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
非
イ
ン
ド
的
要
素
を
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
評
論
を
加
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
一

體
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
正
確
に
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
眞
諦
が
弟
子
に
請
わ
れ
る
が
ま

ま
に
漢
人
聽
衆
に
向
け
た
一
種
の
對
機
說
法
と
し
て
、既
に
中
國
で
確
立
し
て
い
た
經
典
や
敎
理
を
頭
か
ら
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
れ
ら
を
利
用
し
な
が
ら
相
手
を
導
き
、
佛
法
を
弘
め
よ
う
と
し
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
眞
諦
說
の
成
立
に

つ
い
て
更
に
新
た
な
視
點
を
補
足
す
る
な
ら
ば
、
次
の
二
點
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
イ
ン
ド
人
僧
が
中
國
に
合
わ
せ
て
經
典
を
解
說
し
て
み
せ
る
と
い
う
方
法
は
、
眞
諦
の
み
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
我
々
は
初
地
を
意
味
す
る
「
歡

」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
イ
ン
ド
語
と
し
て
は
一
語
で

あ
っ
た
分
解
不
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
眞
諦
が
「
歡
」
と
「

」
に
分
解
し
て
解
說
し
た
樣
子
を
見
た
。
こ
れ
と
類
似
の

傾
向
は
、
後
秦
・
鳩
摩
羅
什
譯
と
傳
え
ら
れ
る
『
大
智
度
論
』
の
一
節
に
も
見
ら
れ
る）

112
（

。『
大
智
度
論
』
の
作
者
が
果
た
し
て
本
當
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に
「
龍
樹
」
か
ど
う
か
は
異
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
鳩
摩
羅
什
そ
の
人
の
解
說
で
あ
っ
た
可
能
性
す
ら
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通

り
で
あ
る
。
更
に
ま
た
、
北
齊
か
ら
隋
の
頃
に
活
躍
し
た
「
長
耳
三
藏
」
と
い
う
名
の
イ
ン
ド
人
三
藏
法
師

│
ナ
レ
ー
ン
ド
ラ
ヤ

シ
ャ
ス
と
同
定
し
得
る

│
の
經
典
解
釋
法
も
ま
た
同
樣
に
、
經
の
冒
頭
の
定
型
句
「
如
是
我
聞
」
に
現
れ
る
「
如
是
」（evam

 

こ

の
よ
う
に
）
を
「
如
」
と
「
是
」
と
に
分
け
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
複
數

獻
に
確
認
さ
れ
る）

113
（

。
勿
論
、
イ
ン
ド
語
で
一
語
の

「
如
是
」
を
「
如
」
と
「
是
」
に
分
解
し
て
解
說
す
る
と
い
う
周
到
さ
は
漢
人
の
注
釋
に
は
見
ら
れ
る
が
、
同
じ
こ
と
を
イ
ン
ド
人
が

行
っ
た
こ
と
は
、
刮
目
に
値
す
る
。
類
例
は
恐
ら
く
ほ
か
に
も
指
摘
可
能
で
あ
ろ
う）

114
（

。
以
上
の
例
よ
り
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
イ
ン
ド

人
僧
が
本
國
の
傳
統
的
方
式
に
反
し
て
ま
で
中
國
人
の
理
解
に
合
わ
せ
る
例
は
眞
諦
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
眞
諦
の
說
を
解
說
し
た
注
釋
を
實
際
に
著
わ
し
た
の
は
眞
諦
自
身
で
は
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
點
も
大
い
に
留
意
す

べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
興
味
深
い
資
料
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
『
大
乘
唯
識
論
』
の
後
記
の
次
の
一
節
で
あ
る
。

此
論
外
國
本
有
義
疏
、
翻
得
兩
卷
、
三
藏
法
師
更
釋
本

、
慧
愷
注0

記0

、
又
得
兩
卷
。（
大
正
三
一
・
七
三
下
）

（『
大
乘
唯
識
論
』
の
）
本
論
に
は
イ
ン
ド
に
注
釋
が
あ
り
、
そ
れ
を
譯
し
て
兩
卷
を
得
た）

115
（

。
三
藏
法
師
は
更
に
本
論
の
本

を

解
釋
し
、
わ
た
く
し
慧
愷
が
そ
れ
を
注
記
し
て
更
に
ま
た
二
卷
を
得
た
。

こ
こ
に
は
眞
諦
の
疏
に
相
當
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
慧
愷
が
「
注
記
」
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
「
注
記
」
と
は
、

眞
諦
が
口
頭
で
說
い
た
解
說
の

言
を
慧
愷
が
注
記
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
慧
愷
は
著
者
で
は
な
く
、
記
錄
者
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
、
こ
の
「
注
記
」
と
同
じ
語
例
が
『
律
二
十
二
明
了
論
』
の
末
尾
に
付
さ
れ
て
い
る
慧
愷
の
後
記
に
も
見
ら
れ
る
。

翻
論
本
得
一
卷
、
註0

記0

解
釋
得
五
卷
。（
大
正
二
四
・
六
七
二
下
）

（
明
了
）
論
の
本

を
翻
譯
し
て
一
卷
を
得
て
、（
眞
諦
三
藏
の
）
解
釋
を
注
記
し
て
五
卷
を
得
た
。

『
明
了
疏
』
五
卷
に
當
た
る
も
の
に
つ
い
て
慧
愷
が
「
註
記
」
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
註
」
と
「
注
」
は

同
じ
。
先
の
「
慧
愷
注
記
」
と
合
わ
せ
て
理
解
す
れ
ば
、「
注
記
解
釋
」
と
は
、眞
諦
が
註
記
し
て
解
釋
し
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
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眞
諦
の
解
釋
を
慧
愷
が
註
記
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
本

を
譯
す
場
合
に
つ
い
て
言
え
ば
、
筆
記
者
は
「
筆
受
」
と
表
記
さ
れ
る
。「
注
記
」
と
表
現
す
る
こ
と

は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
き
、
右
の
二
例
に
お
い
て
「
注
記
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
何
を
意
味
す

る
で
あ
ろ
う
か
。
眞
諦
の
語
っ
た
事

を
慧
愷
が
逐
語
的
に
筆
寫
し
た
な
ら
ば
「
注
記
」
と
い
う
表
現
は
不
自
然
で
あ
る
。
こ
こ
に

我
々
は
、
慧
愷
が
自
分
の
理
解
に
應
じ
て
何
ら
か
の
選
擇
な
い
し
判
斷
を
行
い
、
自
分
の
言
葉
を
交
え
て

章
化
し
た
可
能
性
を
想

定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、眞
諦
は
自
身
の
頭
の
中
に
あ
っ
た
事

を
弟
子
に
述
べ
た
の
で
あ
っ

て
、
原
稿
を
準
備
し
て
そ
れ
を
見
な
が
ら
講
義
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
ド
語
で
筆
記
さ
れ
た
眞
諦
の
疏
な
ど
存
在

し
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
慧
愷
が
「
注
記
」
を
作
成
し
た
と
い
う
眞
諦
釋
成
立
の
最
初
の
過
程
で
既
に
、
眞
諦
說
が
中
國

人
聽
衆
の
側
の
視
點
を
交
え
て
記
錄
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
含
意
す
る
。

　

も
ち
ろ
ん
眞
諦
說
を
筆
記
し
た
の
が
す
べ
て
の
場
合
に
慧
愷
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
上
記
二
つ
の
「
注

記
」
を
作
成
し
た
の
が
慧
愷
で
あ
る
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

　

眞
諦
に
と
っ
て
最
も
重
要
な

獻
で
あ
っ
た
『
攝
大
乘
論
』
に
つ
い
て
も
注
目
す
べ
き
記
事
が
存
在
す
る
。
こ
の

獻
に
は
慧
愷

の
序
が
存
在
す
る
が
、
殘
念
な
が
ら
慧
愷
の
序
は
、
翻
譯
の
際
に
慧
愷
が
筆
受
し
た
こ
と
や
、
僧
忍
ら
同
學
の
僧
が
さ
ら
に
補
助
を

し
た
こ
と
を
記
す
が
、
眞
諦
撰
『
攝
大
乘
論
義
疏
』
の
具
體
的
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
「
本
論
三
卷
、
釋
論
十
二
卷
、
義
疏
八
卷
、

合
二
十
三
卷
」（
大
正
三
一
・
一
五
三
中
）
と
明
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
義
疏
が
ど
の
よ
う
に
し
て
作
成
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
の
明

確
な
記
載
は
な
い
。
一
方
、『
續
高
僧
傳
』
卷
一
の
本
傳
は
興
味
深
い
記
事
を
含
む
。

「
依
心
勝
相
」
後
疏
、竝
是
僧
宗
所
陳
。
躬
對
本
師
、重
爲
釋
旨
。
增
減
或
異
、大
義
無
虧
。（
大
正
五
〇
・
四
三
〇
中　

な
お
「
心
」

を
「
止
」
に
作
る
版
本
も
あ
る
が
「
心
」
が
正
し
い
）

「
依
止
勝
相
品
」
よ
り
後
の
義
疏
は
す
べ
て
僧
宗
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
ら
本
師
の
眞
諦
に
對
面
し
て
、（
眞
諦
が
）



62

繰
り
返
し
彼
に
趣
旨
を
解
說
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
分
量
に
違
い
は
あ
っ
て
も
、
全
體
の
意
味
に
缺
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

こ
こ
で
「
疏
」
と
は
眞
諦
の
注
釋
『
攝
大
乘
論
義
疏
』
の
こ
と
で
あ
る
。「
依
止
勝
相
品
」
は
は
「
依
心
學
勝
相
品
」
の
「
學
」
が

脫
落
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
。『
攝
大
乘
論
』
は
依
止
勝
相
品
・
應
知
勝
相
品
・
應
知
入
勝
相
品
・
入
因
果
勝
相
品
・
入
因
果
修
差
別

勝
相
品
・
依
戒
學
勝
相
品
・
依
心
學
勝
相
品
・
依
慧
學
勝
相
品
・
學
果
寂
滅
勝
相
品
・
智
差
別
勝
相
品
と
い
う
章
立
て
で
あ
る
か
ら
、

最
後
の
三
分
の
一
弱
を
弟
子
の
僧
宗
が
補
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。『
攝
大
乘
論
義
疏
』
の
少
な
く
と
も
一
部
は
、
內

容
的
に
は
眞
諦
說
に
基
づ
く
と
し
て
も
、

獻
の
成
立
と
い
う
觀
點
か
ら
見
れ
ば
最
初
か
ら
弟
子
が
書
い
た
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
あ

る
。

　

ほ
か
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
法

「
金
剛
般
若
經
後
記
」
の
記
事
は
、
次
の
よ
う
に
一
般
的
な
書
き
ぶ
り
に
終
始
す
る
。

卽
於
壬
午
年
五
月
一
日
。
重
翻
天
竺
定

。
依
婆
藪
論
釋
。
法
師
善
解
方
言
。
無
勞
度
語
。
矚
彼
玄

。
宣
此
奧
說
。
對
偕
宗

法
師
法

等
。
竝
共
筆
受
。
至
九
月
二
十
五
日
。

義
都
竟
。
經
本
一
卷
。

義
十
卷
。（
大
正
八
・
七
六
六
下
）

そ
こ
で
壬
午
の
年
（
五
六
二
）
の
五
月
一
日
、（
鳩
摩
羅
什
の
舊
譯
を
承
け
て
）
再
び
イ
ン
ド
語
の
テ
キ
ス
ト
を
翻
譯
し
て
譯

を
定
め
、
婆
藪
（
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
）
の
論
に
基
づ
い
て
注
釋
し
た
。
法
師
は
土
地
の
言
葉
（
漢
語
）
を
よ
く
理
解
し
た
の

で
、
通
譯
を
煩
わ
せ
る
こ
と
な
く
、
か
の
（
イ
ン
ド
語
の
）
深
遠
な

章
を
見
て
は
、
こ
の
（
中
國
の
言
葉
で
）
深
い
意
味
を

述
べ
、
偕
宗
法
師
や
（
わ
た
く
し
）
法

ら
が
皆
で
筆
受
し
、
九
月
二
十
五
日
に
至
っ
て

義
（
注
釋
）
が
す
べ
て
完
了
し
た
。

經
の
本

が
一
卷
、

義
（
注
釋
）
が
十
卷
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
「

義
」
す
な
わ
ち
『
金
剛
般
若
疏
』
も
ま
た
經
の
譯

と
共
に
「
筆
受
」
さ
れ
た
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
眞
諦
の
口
述

內
容
と
筆
記
錄
が
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
か
の
如
き
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、『
俱
舍
論
』
に
序
が
存
在
す
る
が
、
そ
こ
に

は
眞
諦
の
疏
に
つ
い
て
は
卷
數
の
み
が
記
さ
れ
、
成
立
狀
況
を
吿
げ
る
具
體
的
記
述
は
な
い
。
從
っ
て
こ
れ
以
上
は
單
な
る
推
測
の

域
を
出
な
い
が
、
眞
諦
が
殘
し
た
著
作
に
は
、『
明
了
疏
』『
大
乘
唯
識
論
注
記
』
お
よ
び
『
攝
大
乘
論
義
疏
』
の
末
尾
四
章
以
外
の
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場
合
も
ま
た
、
多
か
れ
少
な
か
れ
類
似
の
狀
況
を
想
定
可
能
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

と
こ
ろ
で
右
に
紹
介
し
た
「
金
剛
般
若
經
後
記
」
に
は
、
眞
諦
が
通
譯
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。
同
樣
の

こ
と
は
他
に
も
記
錄
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
慧
愷
「
攝
大
乘
論
序
」
は
「
法
師
は
…
…
土
地
の
言
葉
を
よ
く
知
っ
て
い
た
」（
法

師
…
…
善
識
方
言
、
大
正
三
一
・
一
一
三
上
）
と
あ
る
。
ま
た
慧
愷
「
阿
毘
逹
磨
俱
舍
釋
論
序
」
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

法
師
遊
方
既
久
、
精
解
此
土
音
義
、
凡
所
翻
譯
、
不
須
度
語
。（
大
正
二
九
・
一
六
一
上
）

法
師
は
各
地
を
歷
遊
す
る
こ
と
が
長
か
っ
た
の
で
、
こ
の
土
地
（
中
國
）
の

字
の
發
音
と
意
味
を
詳
し
く
理
解
し
て
お
り
、

ど
の
テ
キ
ス
ト
を
翻
譯
す
る
時
で
も
通
譯
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
弟
子
た
ち
が
師
匠
を
讚
歎
し
て
述
べ
る
言
辭
と
實
際
の
狀
況
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
あ
る
ま
い
。
彼
は
廣
州
に
初
め
て
到

來
し
た
と
き
既
に
四
十
八
歲
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
わ
せ
て
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
假
に
眞
諦
が
會
話
の
や
り
と
り
で
通
譯

不
要
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
難
解
な
唯
識
敎
理
學
の
よ
う
な
場
合
に
、
彼
が
古
典
漢
語
を
、
し
か
も

語
を
、
漢
人
と
同
じ
く
流
暢

に
操
っ
て
自
ら
筆
記
で
き
た
か
と
い
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
あ
る
程
度
ま
で
意
味
は
分
か
る
が
か
な
り
ブ

ロ
ー
ク
ン
な
狀
態
で
發
話
さ
れ
た
眞
諦
の
敎
え
を
聞
い
て
、
漢
人
の
弟
子
た
ち
が
そ
れ
を
讀
む
に
堪
え
る
表
現
に
改
め
、
內
容
に
も

あ
る
程
度
の
手
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
眞
諦
の
注
釋
と
稱
す
る
も
の
を
作
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
以
上
に
觸
れ
た
『
明
了
論
』『
大
乘
唯
識
論
』『
攝
大
乘
論
』
に
お
い
て
、
眞
諦
の
疏
の
成
立
に
最
も
深
く
關
與
し
た
人
物
が

誰
で
あ
っ
た
か
と
い
ば
、
言
う
ま
で
も
な
く
慧
愷
で
あ
っ
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
彼
は
眞
諦
の
注
釋
を
筆
寫
し
た
人
で
も
あ
っ
た
と

い
う
記
錄
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
續
高
僧
傳
』
卷
十
三
・
道
岳
傳
に
よ
れ
ば
、
道
岳
（
五
六
八
〜
六
三
六
）
は
、
十
五
歲
で
出
家
し

た
後
、『
成
實
論
』
や
『
雜
心
論
』
を
學
び
、
そ
し
て
眞
諦
の
『
攝
大
乘
論
』
の
學
習
も
始
め
た
が
、
當
時
の
長
安
に
は
眞
諦
譯
『
俱

舍
論
』
の
注
釋
が
な
か
っ
た
こ
と
を
深
く
無
念
に
思
い
、
注
釋
な
し
で
は
本
論
を
理
解
で
き
な
い
と
判
斷
し
、
そ
こ
で
嶺
南
に
赴
く

商
人
に
金
を
與
え
て
眞
諦
の
疏
を
探
し
求
め
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
つ
い
に
道
岳
は
、
廣
州
の
顯
明
寺
に
あ
っ
た
眞
諦
の
「
俱
舍
の
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疏
本
」
と
「
十
八
部
論
記
」
の
寫
本
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
寫
本
に
つ
い
て
道
岳
傳
は
、「

び
に
是
れ
凱
師
（
＝
慧
愷
）
の
筆
迹
な
り
。（
慧
愷
は
）
親
ら
眞
諦
の
口
傳
を
承
け
、
顯
明
は
卽
ち
凱
公
所
住
の
寺
な
れ
ば
な
り
」

と
い
い
、寫
本
を
得
た
道
岳
が
欣

雀
躍
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
（
大
正
五
〇
・
五
二
七
中
二
六
行
〜
下
三
行
）。
こ
こ
に
眞
諦
『
俱

舍
論
疏
』
と
『
十
八
部
論
記
』（『
部
執
疏
』
と
同
本
で
あ
ろ
う
）
が
慧
愷
に
よ
っ
て
筆
寫
さ
れ
、
彼
の
住
ま
っ
た
顯
明
寺
に
保
管
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
要
す
る
に
、『
明
了
論
疏
』『
大
乘
唯
識
論
注
記
』『
攝
大
乘
論
義
疏
』『
俱
舍
論
疏
』『
十
八
部
論
記
』

と
い
っ
た
眞
諦
說
の
根
幹
を
構
成
す
る
も
の
が
、
い
ず
れ
も
み
な
、
何
ら
か
の
意
味
で
慧
愷
の
手
に
か
か
る
わ
け
で
あ
る
。

　

慧
愷
の
寫
本
が
廣
州
か
ら
長
安
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
自
體
き
わ
め
て
興
味
深
い
が
、
道
岳
傳
は
眞
諦
の
兩
注
釋
を
め
ぐ
っ
て
さ

ら
に
複
雜
な
狀
況
が
發
生
し
た
こ
と
を
も
吿
げ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
武
德
二
年
（
六
一
九
）、
道
岳
は
自
ら
の
得
た
眞
諦
の

『
俱
舍
論
疏
』
が
あ
ま
り
に
も
繁
多
で
硏
究
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、

意
を
損
な
わ
ぬ
よ
う
に
配
慮
し
な
が
ら
三
分
の
二
を
省
略
し

た
略
本
二
十
二
卷
を
編
纂
し
た
と
い
う
。
ま
た
詳
細
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
道
岳
は
更
に
『
十
八
部
論
記
』
に
も
同
樣
の
手
を
加

え
た
如
く
で
あ
る
（
大
正
五
〇
・
五
二
八
上
五
〜
一
〇
行
）。
道
岳
の
編
輯
し
た
二
十
二
卷
本
に
つ
い
て
は
、『
新
唐
書
』
卷

五
十
九
・
藝

志
三
に
も
「
道
岳
『
三
藏
本
疏
』
二
十
二
卷
〈
姓
孟
氏
、河
陽
人
、貞
觀
中
〉」
と
い
う
記
錄
が
あ
る
。
上
述
の
第
二
節
（
一
）

に
見
た
よ
う
に
、
眞
諦
『
俱
舍
論
疏
』
は
、『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
九
に
よ
れ
ば
六
十
卷
で
あ
り
、
慧
愷
「
阿
毘
逹
磨
俱
舍
釋
論
序
」

に
よ
れ
ば
五
十
三
卷
で
あ
っ
た
。
道
岳
は
そ
れ
に
編
輯
の
手
を
加
え
て
二
十
二
卷
に
減
じ
た
略
本
を
作
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。『
俱

舍
論
』
に
關
し
て
現
在
我
々
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
眞
諦
の
疏
の
佚

は
、玄
奘
門
下
の
普
光
（
大
乘
光
。
年
代
不
詳
）『
俱
舍
論
記
』

等
に
引
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
眞
諦
の
本
來
の
疏
で
あ
っ
た
と
い
う
證
據
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
一

方
、
道
岳
が
略
本
を
作
成
し
た
段
階
で
彼
自
身
の
言
葉
づ
か
い
や
考
え
が
全
く
混
入
し
な
か
っ
た
と
も
言
え
ま
い
。
そ
し
て
同
じ
狀

況
は
、
さ
ら
に
『
十
八
部
論
記
』
に
も
恐
ら
く
妥
當
す
る
で
あ
ろ
う
。
道
岳
以
前
、
長
安
で
は
眞
諦
『
俱
舍
論
疏
』
が
全
く
流
布
し

て
い
な
か
っ
た
狀
況
を
考
え
る
と
き
、
我
々
が
現
在
垣
閒
見
る
こ
と
の
で
き
る
佚

は
、
果
た
し
て
眞
諦
の
元
の
疏
か
ら
直
接
引
用
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さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
道
岳
の
略
本
か
ら
引
用
さ
れ
た
の
か

│
我
々
は
樣
々
な
想
像
を
搔
き
立
て
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
後
代
の
引
用
斷
片
等
を
通
じ
て
、
眞
諦
の
敎
說
を
記
す
彼
自
身
の
著
作
斷
片
の
特
徵
を
檢
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
眞

諦
の
經
典
解
說
法
と
し
て
、
一
つ
の
語
句
に
複
數
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を
明
か
す
場
合
が
あ
る
こ
と
、
固
有
名
詞
の
語
義
解
釋
に
特

徵
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
イ
ン
ド
と
中
國
の

化
や
事
象
を
比

す
る
發
言
が
あ
る
こ
と
、
同
一
の
論
題
に
つ
い
て
イ
ン
ド
の
諸
部
派

の
見
解
を
列
擧
し
た
り
比

檢
討
し
た
り
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、
例
證
中
に
中
國
人
名
を
も
ち
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、
イ
ン
ド

に
は
存
在
し
な
い
中
國
成
立
の
經
典
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
積
極
的
に
活
用
し
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、

そ
し
て
同
樣
の
こ
と
が
中
國
佛
敎
特
有
の
敎
理
や
術
語
に
つ
い
て
も
當
て
は
ま
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
翻
譯

獻
に
お
い
て
さ
え
、
梵
語
の
一
語
を
漢
字
二
字
で
譯
し
た
上
に
各
々
別
々
な
解
釋
を
加
え
二
字
の
相
違
を
述
べ
る
場
合
が
あ
る
こ

と
、
嚴
密
な
意
味
で
純
粹
な
翻
譯

獻
で
あ
れ
ば
夾
注
で
あ
る
べ
き
も
の
が
本

と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
等
、
翻

譯
ら
し
か
ら
ぬ
要
素
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。
ま
た
、
眞
諦
の
所
屬
部
派
が
正
量
部
（Saṃ

m
itīya

）
で
あ
っ
た
可
能
性

を
指
摘
し
、
更
に
眞
諦
と
の
繫
が
り
に
お
い
て
經
部
（
經
量
部 Sautrāntika

）
に
關
し
て
も
若
干
の
考
察
を
試
み
た
。

　

第
四
節
と
第
五
節
よ
り
得
ら
れ
た
結
論
は
、
い
わ
ば
眞
諦
の
著
作
の
內
容
を
、
そ
の
發
話
者
で
あ
る
眞
諦
の
側
か
ら
見
た
場
合
の

特
徵
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
眞
諦
の
注
釋
を
聽
い
て

章
化
し
た
弟
子
の
側
か
ら
規
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
第
六
節
に
お

い
て
慧
愷
の
役

に
注
目
し
て
導
出
し
た
內
容
は
、
い
わ
ば
聽
き
手
の
側
か
ら
見
た
も
の
と
し
て
の
眞
諦
說
の
性
格
規
定
で
あ
る
。

　

梵
語
で
書
か
れ
た
眞
諦
說
が
殘
っ
て
い
な
い
以
上
、
眞
諦
說
を
漢
語
を
用
い
て

章
化
し
た
漢
人
弟
子
の
視
點
を
拔
き
に
し
て
眞

諦
說
の
「
本
來
の
姿
」
を
抽
出
す
る
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
佚

か
ら
知
ら
れ
る
內
容
を
眞
諦
の
說
な
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の
か
、
弟
子
の
解
釋
な
い
し
誤
解
な
の
か
と
穿
鑿
す
る
こ
と
の
無
意
味
さ
を
示
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
人
で
あ
る
眞
諦
の
說
を
漢
人
で

あ
る
弟
子
た
ち
が
筆
記
し
た
こ
と
が
、
我
々
に
と
っ
て
所
與
の
事
態
で
あ
り
、
出
發
點
で
あ
る
。
そ
れ
が
眞
諦
說
そ
の
ま
ま
か
ど
う

か
を
問
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
生
產
的
で
な
い
。
慧
愷
ら
が
理
解
し
た
眞
諦
說
を
越
え
て
、
眞
諦
說
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
辿
り
つ
く
こ
と

は
で
き
な
い
。
我
々
に
で
き
る
の
は
、
複
數
の
樣
々
な
引
用
斷
片
の
中
か
ら
ど
れ
が
本
來
の
形
か
、
あ
る
い
は
本
來
の
形
に
最
も
近

い
か
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
數
世
紀
を
經
る
閒
に
ど
の
よ
う
に
變
わ
っ
て
い
っ
た
か
を
辿
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
點
に
お
い
て
、
眞
諦
の
著
作
の
佚

は
、
彼
の
同
時
代
お
よ
び
後
代
の
人
々
が
眞
諦
說
と
認
定
し
て
傳
承
し
て
き
た
言
說
の
集
成

で
あ
っ
て
，
嚴
密
に
は
眞
諦
が
發
言
し
た
內
容
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
眞
諦
佚

は
、
眞
諦
と
彼
の
弟
子
逹
の
共
同
作
業
の
結
果
と

し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
る
意
味
で
、
眞
諦
の
注
釋
は
成
立
當
初
か
ら
既
に
「
中
國
化
」
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

注

（
1
） 

本
稿
は
、
當
該
硏
究
班
の
活
動
と
は
獨
立
し
て
ま
と
め
た
舊
稿
「
眞
諦
三
藏
の
著
作
の
特
徵

│
中
印

化
交
涉
の
例
と
し
て
」、『
關
西
大

學
東
西
學
術
硏
究
所
紀
要
』
三
八
、二
〇
〇
五
年
と“The W

ork of Param
ārtha: A

n Exam
ple of Sino-Indian C

ross-cultural Exchange.” 

Journal of the International A
ssociation of B

uddhist Studies 31-1/2 (2008), 2010

を
基
に
、
そ
の
後
に
自
ら
得
た
知
見
と
、
硏
究
班
の
成

果
の
一
部
を
直
接
に
關
連
す
る
限
り
に
お
い
て
補
足
し
た
も
の
で
あ
る
。
硏
究
班
の
成
果
の
う
ち
、
筆
者
以
外
の
者
に
よ
る
指
摘
や
考
察
に

依
據
す
る
箇
所
に
は
そ
の
旨
を
明
記
す
る
。

（
2
） 

翻
譯

獻
と
し
て
の
眞
諦
譯
の
特
徵
に
關
す
る
主
要
先
行
硏
究
と
し
て
以
下
が
あ
る
。
高
崎
直
道
「
眞
諦
三
藏
の
譯
經
」、『
森
三
樹
三
郞
博

士
頌
壽
記
念　

東
洋
學
論
集
』、
朋
友
書
店
、
一
九
七
九
年
（
再
錄
│
『
高
崎
直
道
著
作
集
第
八
卷　

大
乘
起
信
論
・
楞
伽
經
』、
春
秋
社
、

二
〇
〇
九
年
）。
岡
田
行
弘
「
漢
譯
佛
典
硏
究
序
說

│
眞
諦
譯
『
寶
行
王
正
論
』
を
め
ぐ
っ
て
」、『
木
村
淸
孝
博
士
還
曆
記
念
論
集　

東
ア

ジ
ア
佛
敎

│
そ
の
成
立
と
展
開
』、
春
秋
社
、
二
〇
〇
二
年
。O

kada, Yukihiro, N
āgārjuna’s R

atnāvalī. Vol. 3. D
ie C

hinesische 



眞諦の活動と著作の基本的特徵

67

Ü
bersetzung des P

aram
ārtha: H

erausgegeben, übersetzt und erläutert, Indica et Tibetica 48, M
arburg, 2006. 

な
お
、
眞
諦
譯
の
多
く

は
現
存
す
る
大
藏
經
に
お
い
て
眞
諦
譯
と
明
示
さ
れ
る
が
、
例
外
と
し
て
眞
諦
譯
の
記
載
が
な
い
も
の
を
眞
諦
譯
と
推
定
す
べ
き
場
合
も
あ

る
。
そ
の
例
と
し
て
金
剛
寺
一
切
經
に
收
め
る
『
佛
說
四
諦
經
』
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
西
順
吉
「
四
聖
諦
と
ブ
ッ
ダ
」、『
國
際
佛

敎
學
大
學
院
大
學
硏
究
紀
要
』
一
〇
、二
〇
〇
六
年
を
參
照
。
逆
に
大
藏
經
中
で
は
眞
諦
譯
と
さ
れ
る
が
實
際
に
は
眞
諦
譯
と
見
な
し
難
い
も

の
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
代
表
は
『
大
乘
起
信
論
』
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
經
論
に
つ
い
て
も
諸
硏
究
に
指
摘
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
『
大

乘
起
信
論
』
は
眞
諦
の
活
動
と
直
接
の
關
係
が
な
い
も
の
と
し
て
、『
大
乘
起
信
論
』
の
成
立
傳
播
問
題
に
は
一
切
言
及
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
3
） 

眞
諦
の
思
想
な
い
し
敎
理
學
的
特
徵
に
關
す
る
先
行
硏
究
は
數
多
い
。
主
な
も
の
と
し
て
次
を
參
照
。
宇
井
伯
壽『
印
度
哲
學
硏
究
第
六
』（
甲

子
社
書
房
、一
九
三
〇
年　

再
版
│
岩
波
書
店
、一
九
六
五
年
）
所
收
の
「
十
八
空
論
の
硏
究
」「
三
無
性
論
の
硏
究
」「
顯
識
論
の
硏
究
」「
轉

識
論
の
硏
究
」「
決
定
藏
論
の
硏
究
」
の
各
論
。
高
崎
直
道
「
眞
諦
三
藏
の
思
想
」、『
大
乘
佛
敎
か
ら
密
敎
へ

│
勝
又
俊
敎
博
士
古
稀
記
念

論
集
』、
春
秋
社
、
一
九
八
一
年
。
勝
又
俊
敎
『
佛
敎
に
お
け
る
心
識
說
の
硏
究
』、
山

房
佛
書
林
、
一
九
六
一
年
、
第
二
部
第
三
篇
第
二

章
「
眞
諦
三
藏
の
識
說
」、
同
第
三
章
「
眞
諦
三
藏
の
譯
書
と
無
相
論
」。
岩
田
諦
靜
『
眞
諦
の
唯
識
說
の
硏
究
』、
山

房
佛
書
林
、

二
〇
〇
四
年
。

（
4
） 「
眞
諦
三
藏
傳
の
硏
究
」
は
、
眞
諦
關
係
の
他
の
諸
著
作
と
共
に
、
前
注
（
3
）
に
示
し
た
『
印
度
哲
學
硏
究
第
六
』
に
收
め
ら
れ
る
。
本
論

は
書
き
下
ろ
し
で
あ
り
、
論

末
尾
に
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
十
二
月
二
十
日
と
日
付
が
記
さ
れ
る
。

（
5
） 

な
お
宇
井
と
同
じ
頃
、
ド
ゥ
ミ
エ
ヴ
ィ
ル
が
『
大
乘
起
信
論
』
に
關
す
る
論

を
發
表
し
、
そ
の
中
で
眞
諦
の
活
動
に
關
し
て
も
槪
說
を
行
っ

て
い
る
。D

em
iéville, Paul, “Sur l’authenticité du Ta tch’eng k’i sin louen.” B

ulletin de la M
aison F

ranco-Japonaise II, 2, Tokyo, 

1929 (repr.: D
em

iéville, Paul, C
hoix d’études bouddhiques (1929 – 1970), Leiden: E. J. B

rill, 1973). 

年
代
的
に
當
然
で
あ
る
が
、
宇
井

と
ド
ゥ
ミ
エ
ヴ
ィ
ル
は
お
互
い
の
著
作
を
參
照
し
て
い
な
い
。

（
6
） 

蘇
公
望
「
眞
諦
三
藏
譯
述
考
」、『
微
妙
聲
』
二
、三
、四
、五
、六
、一
九
三
六
〜
三
七
年
。
同
「
眞
諦
三
藏
年
譜
」，『
微
妙
聲
』
七
、八
、
卷
二

之
一
、一
九
三
七
〜
四
〇
年
。
こ
れ
ら
の
連
載
論

は
す
ぐ
に
次
の
一
册
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
蘇
公
望
『
眞
諦
三
藏
年
譜
，
坿
譯
述
考
』，
北

京
佛
學
書
局
、
一
九
四
〇
年
。
さ
ら
に
、
兩
論

は
次
の
も
の
に
も
載
錄
さ
れ
た
。『
佛
典
翻
譯
史
論
』（
現
代
佛
敎
學
術
叢
刊
三
八
）、
臺
北
・



68

大
乘

化
出
版
社
、
一
九
七
八
年
。「
公
望
」
は
蘇
晉
仁
（
一
九
一
五
〜
二
〇
〇
二
）
の
字
。
甚
だ
興
味
深
い
こ
と
に
、「
眞
諦
三
藏
譯
述
考
」

を
執
筆
し
始
め
た
頃
、
彼
は
二
十
歲
を
過
ぎ
て
閒
も
な
い
年
で
あ
っ
た
。
因
み
に
『
微
妙
聲
』
二
は
、
眞
諦
に
關
し
て
は
蘇
公
望
論

の
ほ
か
、

僅
か
四
頁
で
あ
る
が
、
魏
善
沈
「
眞
諦
留
華
年
譜
」
を
も
收
め
る
。

（
7
） 

關
連
す
る
近
年
の
硏
究
と
し
て
次
を
參
照
。
吉
津
宜
英
「
眞
諦
三
藏
譯
出
經
律
論
硏
究
誌
」、『
駒
澤
大
學
佛
敎
學
部
硏
究
紀
要
』

六
一
、二
〇
〇
三
年
。
ま
た
目
錄
情
報
の
分
析
と
し
て
、
本
册
に
收
め
る
マ
イ
ケ
ル
・
ラ
デ
ィ
ッ
チ
論

も
參
照
。

（
8
） 

本
經
後
記
の
作
者
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
以
下
の
狀
況
に
鑑
み
て
法

で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
序
の
中
に
、

壬
午
（
五
六
二
）
の
年
の
九
月
二
十
五
日
に
「
譯
經
一
卷
」
と
「

義
十
卷
」（

義
と
は
こ
こ
で
は
眞
諦
疏
の
意
）
が
完
成
し
た
折
に
、
筆

受
の
一
人
で
あ
っ
た
法

が
百
部
を
造
り
流
通
せ
し
め
た
こ
と
を
記
す
。
筆
受
を
擔
當
し
た
人
物
と
し
て
は
「
偕
宗
法
師
と
法

」
の
名
に

言
及
し
、
偕
宗
に
は
「
法
師
」
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
法

に
は
そ
れ
が
な
い
。
そ
し
て
後
記
全
體
は
「
普
願
衆
生
、
因
此
正
說
、
速
至

涅
槃
、
常
流
應
化
」
と
い
う
願

で
終
わ
る
。
以
上
は
、
こ
の
後
記
の
作
者
が
法

で
あ
る
こ
と
を
推
定
せ
し
め
る
。
本
後
記
の
內
容
に
つ

い
て
は
、
先
行
硏
究
と
し
て
宇
井
「
眞
諦
三
藏
傳
の
硏
究
」
二
六
〜
二
七
頁
を
も
比

參
照
。
ま
た
、
本
後
記
の
作
者
を
法

と
す
る
も
の

と
し
て
、
矢
吹
慶
輝
『
鳴
沙
餘
韻
解
說
』、
岩
波
書
店
、
一
九
三
三
年
、
七
八
頁
、
お
よ
び
、
許
明
（
編
）『
中
國
佛
敎
經
論
序
跋
記
集
（
一
）』、

上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
七
二
頁
が
あ
る
。
但
し
、
い
ず
れ
も
作
者
の
同
定
理
由
に
つ
い
て
何
も
說
明
し
て
い
な
い
。

（
9
） 

第
一
に
、
序
の
聖
語
藏
本
に
つ
い
て
は
次
を
參
照
。
小
野
勝
年
「
聖
護

（
マ
マ
）藏

の
「
勝
天
王
般
若
波
羅
蜜
經
」
の
經
序
に
つ
い
て
」、『
南
都
佛
敎
』

五
九
、一
九
八
八
年
。
第
二
に
、房
山
の
同
序
は
『
房
山
石
經
（
隋
唐
刻
經
）
2
』、二
〇
〇
〇
年
、二
〇
九
頁
に
收
め
ら
れ
て
い
る
。
更
に
『
中

華
大
藏
經
』
八
、一
〇
九
頁
は
後
者
に
基
づ
く
畫
像
を
載
錄
す
る
が
、
そ
れ
は
『
中
華
大
藏
經
』
の
編
纂
に
當
た
っ
て
の
新
た
な
書
き
起
こ
し

で
あ
り
、
誤
寫
も
含
ま
れ
、
資
料
的
價
値
は
無
い
。
第
三
に
、
敦
煌
寫
本
と
し
て
ペ
リ
オ
將
來
敦
煌
寫
本
ペ
リ
オ
將
來
敦
煌
寫
本
三
四
七
一

番
が
あ
る
。
字
句
の
異
同
に
つ
い
て
、
當
該
經
序
に
關
す
る
限
り
、
房
山
版
と
ペ
リ
オ
版
は
し
ば
し
ば
一
致
し
て
聖
語
藏
版
よ
り
も
よ
い
讀

み
を
示
す
。
ペ
リ
オ
寫
本
の
存
在
に
つ
い
て
は
班
員
池
田
將
則
の
指
摘
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
同
氏
に
謝
意
を
表
す
る
。

（
10
） 

二
楞
學
人
「
法
寶
連
璧
（
一
）」、『
現
代
佛
敎
』
第
三
卷
一
月
特
別
號
、
一
九
二
六
年
。
小
野
玄
妙
「
梁
眞
諦
譯
金
光
明
經
序

」、『
佛
典
硏

究
』
第
一
卷
第
二
號
、
一
九
二
九
年
。
二
楞
生
「
大
藏

庫
古
逸
善
本
目
錄
（
一
）」、『
ピ
タ
カ
』
第
五
號
、
一
九
三
四
年
。
三
者
と
も
同
著
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者
。
三
論

に
は
一
部
の
寫
眞
と
序

全
體
の
錄

が
あ
る
た
め
大
凡
の
こ
と
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
「
大
藏

庫
古
逸
善
本
目
錄

（
一
）」
は
、
壽
量
品
の
一
部
に
增
廣
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
箇
所
の
錄

を
載
せ
て
い
る
點
で
貴
重
で
あ
る
。
し
か
し
三
論

に
揭
載
さ
れ
た
錄

の
字
句
が
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
異
な
る
點
は
注
意
を
要
す
る
。
現
在
、
聖
語
藏
の
Ｃ
Ｄ
が
丸
善
よ
り
發
賣
さ
れ
て
い
る
が
、

現
時
點
で
は
い
ま
だ
聖
語
藏
の
當
該
序

を
參
照
で
き
る
狀
態
に
至
っ
て
い
な
い
。
小
野
玄
妙
の
指
摘
以
後
、
從
來
の
眞
諦
硏
究
お
よ
び
金

光
明
經
硏
究
が
、
宇
井
伯
壽
と
そ
れ
を
中
國
語
で
紹
介
し
た
蘇
公
望
を
除
け
ば
、
こ
の
重
要
な
情
報
に
觸
れ
な
い
の
は
硏
究
史
上
の
大
き
な

遺
漏
で
あ
る
。

（
11
） 

扶
南
の
佛
敎
史
か
ら
見
た
眞
諦
の
位
置
に
關
す
る
先
行
硏
究
と
し
て
次
を
參
照
。
靜
谷
正
雄
「
扶
南
佛
敎
考
」、『
支
那
佛
敎
史
學
』
六
│
二
、

一
九
四
二
年
、
特
に
二
四
頁
。
靜
谷
に
よ
れ
ば
、
眞
諦
當
時
の
扶
南
王
は
佛
敎
に
對
し
て
好
意
的
で
あ
っ
た
留
陀
跋
摩
（R

udravarm
an 

五
一
四
〜
五
五
〇
年
頃
）
と
さ
れ
る
。

（
12
） 

ウ
ッ
ジ
ャ
イ
ニ
ー
は
古
代
の
ア
ヴ
ァ
ン
テ
ィ
國
（Avanti

）
の
都
で
あ
っ
た
街
で
あ
り
、
現
在
の
マ
デ
ィ
ヤ
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
ウ
ッ
ジ
ャ

イ
ン
（U

jjain

）
に
當
た
る
。
因
み
に
「
優
禪
尼
國
」
は
、
眞
諦
と
同
時
代
の
漢
語
史
料
に
お
い
て
、
眞
諦
傳
の
關
係
で
は
「
西
天
竺
」
に
分

類
さ
れ
る
が
、
月
婆
首
那
傳
の
關
係
で
は
「
中
天
竺
」
に
分
類
さ
れ
る
（『
續
高
僧
傳
』
卷
一
、
大
正
五
〇
・
四
三
〇
中
。
聖
護
藏
「
勝
天
般

若
經
序
」）。
つ
ま
り
、
そ
の
位
置
を
イ
ン
ド
の
中
央
と
み
る
か
西
と
み
る
か
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
點
は
注
意
さ
れ
る
。

（
13
） 

前
注
（
5
）D

em
iéville, 1929, p. 16

はB
haradvāja 

と
表
記
す
る
。
こ
れ
も
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
本
稿
で
は
「
バ
ラ
ド
ヴ
ァ
ー
ジ
ャ

仙
の
子
孫
」
と
い
う
意
味
で
最
初
の
母
音
を
長
化
し
た B

hāradvāja 

を
む
し
ろ
想
定
し
た
い
。
頗
羅
墮
がB

hāradvāja

な
い
し B

haradvāja

で
あ
る
例
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
賓
頭
盧
頗
羅
墮
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
宇
井
伯
壽
「
眞
諦
三
藏
傳
の
硏
究
」
九
頁
は
「
頗
羅
墮
は
確

に
バ
ー
ラ
タ
（B

hārata

）
の
音
譯
」
と
す
る
が
、
全
く
の
誤
り
で
あ
る
。

（
14
） 

眞
諦
か
ら
菩
薩
戒
を
授
か
っ
た
在
家
者
と
し
て
は
、曹
毘
の
ほ
か
、「
攝
大
乘
論
序
」
に
言
及
さ
れ
る
歐
陽

が
い
る
（
大
正
三
一
・
一
一
二
下
）。

ま
た
聖
語
藏
に
收
め
る
「
金
光
明
經
序
」
は
眞
諦
の
菩
薩
戒
弟
子
と
し
て
蘭
陵
の
蕭

、
字
は
能
臣
に
言
及
す
る
。

（
15
） Frauw

allner, Erich, “A
m

alavijñānam
 und Ā

layavijñānam
.” In: B

eiträge zur indischen P
hilologie und A

ltertum
skunde, W

alter 

Schubring zum
 70. G

eburtstag dargebracht, H
am

burg: C
ram

, de G
ruyter, 1951, p. 149 [repr.: F

rauw
allner, K

leine Schriften, 



70

W
iesbaden: Franz Steiner, 1982, p. 638].

（
16
） 『
大
唐
西
域
記
』
卷
十
一
・
伐
臘
毘
の
條
（
大
正
五
一
・
九
三
六
中
〜
下
）
參
照
。
ま
た
同
卷
八
・
摩
揭
陀
國
上
の
一
節
（
九
一
三
下
〜

九
一
四
下
）
に
記
さ
れ
る
德
慧
菩
薩
の
伽
藍
の
逸
話
を
參
照
。
さ
ら
に
唯
識
の
論
師
と
し
て
の
德
慧
に
つ
い
て
は
、『
成
唯
識
論
述
記
』
卷
一

本
（
大
正
四
三
・
二
三
一
下
）
參
照
。

（
17
） 

佛
陀
多
羅
多
（* B

uddhatrāta 

ブ
ッ
ダ
ト
ラ
ー
タ
、
覺
護
）
に
つ
い
て
は
更
に
、
第
三
果
を
獲
得
し
た
聖
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
同
論
跋

に

記
さ
れ
る
（
大
正
二
四
・
六
七
二
下
）。
隋
・
吉
藏
『
中
觀
論
疏
』
卷
八
本
「
明
了
論
是
覺
護
法
師
造
、
而
依
正
量
部
義
」（
大
正
四
二
・

一
一
九
下
）。
唐
・
大
覺
『
四
分
律
鈔
批
』
卷
二
十
三
「
…
…
是
佛
陀
多
羅
法
師
之
所
造
、
此
云
覺
護
。
法
師
第
三
果
人
也
」（
續
一
・

六
七
・
五
・
四
六
八
裏
下
）。

（
18
） 

宇
井
伯
壽
「
顯
識
論
の
硏
究
」
三
九
五
頁
。
並
川
孝
儀
「
チ
ベ
ッ
ト
譯
『
有
爲
無
爲
決
擇
』
の
正
量
部
說
と
『
律
二
十
二
明
了
論
』、『
加
藤

純
章
博
士
還
曆
記
念
論
集
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
敎
と
イ
ン
ド
思
想
』、
春
秋
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
特
に
一
八
九
頁
以
下
。
並
川
孝
儀
「
正
量
部
の

四
善
根
位
說
」、『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
四
四
│
一
、一
九
九
五
年
も
あ
わ
せ
て
參
照
。

（
19
） 

た
と
え
ば
佛
馱
跋
陀
羅
は
大
乘
經
典
『
華
嚴
經
』
六
十
卷
を
譯
し
た
が
、
こ
の
經
典
と
佛
馱
跋
陀
羅
と
の
關
連
性
は
、
實
は
緊
密
で
は
な
い
。

『
高
僧
傳
』
卷
二
・
の
本
傳
に
よ
れ
ば
、
同
經
の
梵
本
は
、
支
法
領
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
于

か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
未
譯
の
ま
ま
で
あ
っ

た
が
爲
に
、
佛
馱
跋
陀
羅
が
譯
出
に
參
與
す
る
こ
と
を
請
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
（
大
正
五
〇
・
三
三
五
下
三
〜
九
行
）。
こ
の
よ
う

に
譯
出
者
が
當
該
經
典
と
本
來
の
關
係
性
を
有
さ
な
い
場
合
も
時
に
は
あ
る
。

（
20
） 『
佛
說
四
諦
經
』
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
前
注
（
2
）
今
西
論

、
一
七
〜
一
八
頁
參
照
。

（
21
） H

astavālaprakaraṇa 

と
そ
の
眞
諦
譯
に
つ
い
て
は
次
を
參
照
。Frauw

allner, Erich, “D
ignāga, sein W

erk und seine Entw
icklung,” 

W
iener Zeitschrift für die K

unde Süd- und O
stasiens 3, 1959, pp. 127-129, pp. 152-156.  

長
澤
實
導
『
瑜
伽
行
思
想
と
密
敎
の
硏
究
』、

大
東
出
版
社
、
一
九
七
八
年
、
第
二
篇
第
三
章
第
二
節
「
漢
譯
二
本
對
照
チ
ベ
ッ
ト
譯
『
手
量
論
註
』
和
譯
」
お
よ
び
同
第
三
節
「『
無
想
思

塵
論
』
の
形
態
論
的
檢
討
」。
眞
諦
の
も
た
ら
し
た
論
書
の
中
に
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
も
の
が
あ
り
、
そ
の
相
對
年
代
は
四
八
〇
〜
五
四
〇
年
頃

と
推
測
さ
れ
て
い
る
點
か
ら
考
察
す
る
と
、
眞
諦
は
お
そ
ら
く
最
新
の

獻
を
ふ
く
む
イ
ン
ド
情
報
を
中
國
に
も
た
ら
し
た
と
考
え
て
よ
い
。
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デ
ィ
ク
ナ
ー
ガ
と
眞
諦
の
年
代
關
係
を
論
じ
た
先
行
硏
究
と
し
て
次
を
參
照
。
服
部
正
明
「
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
及
び
そ
の
周
邊
の
年
代
」、『
塚

本
博
士
頌
壽
記
念
佛
敎
史
學
論
集
』、塚
本
博
士
頌
壽
記
念
會
、一
九
六
一
年
、八
四
〜
八
五
頁
。
な
お
、眞
諦
譯
の
場
合
、『
解
捲
論
』
と
『
解

拳
論
』
の
い
ず
れ
が
本
來
の
題
名
か
は
決
定
し
に
く
く
、
そ
の
意
味
に
も
問
題
が
殘
る
。「
解
拳
」
と
は
握
っ
た
拳
を
開
く
こ
と
を
意
味
す
る

よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
眞
諦
同
譯
は
義
淨
譯
『
掌
中
論
』
に
對
應
す
る
。
梵
語
に
よ
る
標
題 H

astavāla 

は
、
現
存
す
る
梵
語

獻
の

引
用
等
に
確
認
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
チ
ベ
ッ
ト
語
譯
の
冒
頭
に
示
さ
れ
る
原
題
の
音
譯
に
基
づ
く
。
題
名
のvāla

の
意
味
に
は
諸

說
あ
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
未
確
定
で
あ
る
。

（
22
） 

デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
晩
年
の
著
作
と
考
え
ら
れ
る
『
集
量
論
』（P

ram
āṇasam

uccaya

）
へ
の
言
及
を
眞
諦
說
に
確
認
で
き
な
い
し
、
先
行
す

る
『
因
明
正
理
門
論
』（N

yāyam
ukha

）
へ
の
言
及
も
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
が
創
案
し
た
二
量
說
（
正
し
い
認
識
手
段

と
知
覺
と
推
理
の
二
種
の
み
で
あ
る
と
い
う
說
）に
眞
諦
が
言
及
し
た
痕
跡
も
得
ら
れ
な
い
。そ
も
そ
も
眞
諦
の
著
作
の
佚

か
ら
窺
う
限
り
、

彼
が
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
系
論
理
學
（
推
理
論
、
た
と
え
ば
因
の
三
相
說
な
ど
）
の
知
識
を
備
え
て
い
た
こ
と
の
明
證
が
得
ら
れ
な
い
。
關
連
す

る
內
容
と
し
て
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
以
前
の
舊
說
で
あ
る
三
量
說
を
說
明
す
る
箇
所
が
眞
諦
說
の
大
意
と
し
て
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
二
、續
一
・

三
四
・
四
・
三
三
四
裏
下
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
大
意
で
あ
る
こ
と
、
圓
測
が
引
用
語
に
夾
注
を
付
し
て
「
眞
諦

の
『
記
』
に
依
れ
ば
十
四
、五
紙
あ
り
、繁
を
恐
れ
て
述
べ
ず
」
と
い
う
通
り
で
あ
る
。
ま
た
そ
こ
で
は
知
覺
を
意
味
す
る
語
が
「
現
量
」（
玄

奘
の
術
語
と
一
致
）
で
あ
り
、
同
じ
意
味
の
眞
諦
特
有
の
譯
語
「
證
量
」（pratyakṣa

）
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
點
か
ら
も
問
題
が
殘
る
。

（
23
） O

berm
iller, E., H

istory of B
uddhism

 (C
hos-’byung) by B

u-ston. II. P
art. The H

istory of B
uddhism

 in India and Tibet, H
eidelberg, 

1932, p. 149.  Tāranātha’s H
istory of B

uddhism
 in India, D

elhi, 1990 (originally Sim
la, 1970), tr. by Lam

a C
him

pa and A
laka C

hat-

topadhyaya, and edited by D
ebiprasad C

hattopadhyaya, p. 181. Frauw
allner, Erich, D

ie P
hilosophie des B

uddhism
us, 3. durchgese-

hene A
ufl age, B

erlin: A
kadem

ie-Verlag, 1969, p. 390. 

（
24
） 

梁
安
郡
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
廣
東
省
惠
陽
の
一
帶
で
あ
る
、
晉
安
郡
の
誤
寫
で
あ
る
等
と
想
定
さ
れ
て
き
た
が
、
章
巽
「
眞
諦
傳
中

之
梁
安
郡
」（『
福
建
論
壇
』
一
九
八
三
年
年
四
期
。
再
錄
│
『
章
巽

集
』、
海
洋
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）、
廖
大
珂
「
梁
安
郡
歷
史
與
王

氏
家
族
」（『
海
洋
史
硏
究
』
一
九
九
七
年
二
期
）、
楊
維
中
「
眞
諦
三
藏
行
歷
及
其
以
廣
東
爲
核
心
的
翻
譯
活
動
考
實
」（
明
生
（
主
編
）『
禪
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和
之
聲

│〝
禪
宗
優
秀

化
與
構
建
和
諧
社
會
〞
學
術
硏
討
會
論

集
』
上
・
下
、
北
京
・
宗
敎

化
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
三
五
〇
〜

三
五
三
頁
）、
お
よ
び
本
硏
究
班
に
お
け
る
班
員
齋
藤
智
寛
の
調
査
（
未
出
版
）
に
よ
っ
て
、
梁
安
郡
は
現
在
の
福
建
省
南
安
市
豐
州
に
當
た

る
こ
と
が
確
定
的
と
な
っ
た
。
ま
た
「
金
剛
般
若
經
後
記
」
に
言
及
さ
れ
る
梁
安
郡
の
「
建
造
伽
藍
」（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
一
に
「
建

造
寺
」
と
し
て
言
及
さ
れ
る
。
續
一
・
三
四
・
四
・
二
九
九
表
下
）
は
現
在
の
南
安
の
延
福
寺
に
比
定
可
能
で
あ
る
。
ま
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
復

旦
大
學
歷
史
地
理
硏
究
中
心
官
方

站
」
の
檢
索
結
果
も
あ
わ
せ
て
參
照
。
同
サ
イ
ト
の
現
時
點
の
ア
ド
レ
ス
は
次
の
通
り
。http://yugong.

fudan.edu.cn/Ichg/C
hgis_Search_Form

.asp

（
25
） 

廣
州
に
お
い
て
眞
諦
は
歐
陽

（
四
九
八
〜
五
六
三
）
と
歐
陽
紇
（
五
三
八
〜
五
七
〇
）
の
父
子
二
代
に
わ
た
っ
て
庇
護
を
受
け
、
彼
ら
の

經
濟
的
支
援
を
背
景
に
譯
經
を
行
っ
た
。
歐
陽
氏
二
代
と
眞
諦
の
關
係
に
つ
い
て
は
次
を
參
照
。
吉
川
忠
夫
「
嶺
南
の
歐
陽
氏
」、
科
硏
硏
究

成
果
報
吿
書
『
中
國
邊
境
社
會
の
歷
史
的
硏
究
』（
硏
究
代
表
者
・
谷
川
道
雄
）、一
九
八
九
年
。
さ
ら
に
關
連
の
硏
究
と
し
て
次
も
比

參
照
。

前
注
（
24
）
楊
維
中
「
眞
諦
三
藏
行
歷
及
其
以
廣
東
爲
核
心
的
翻
譯
活
動
考
實
」。
吉
川
忠
夫
「
讀
書

記
三
題
」、『
中
國
思
想
史
硏
究
』

二
三
、二
〇
〇
〇
年
（
再
錄
│
吉
川
忠
夫
『
讀
書
雜
志

│
中
國
の
史
書
と
宗
敎
を
め
ぐ
る
十
二
章
』、第
十
二
章
、岩
波
書
店
、二
〇
一
〇
年
）。

石
田
德
行
「
歐
陽

・
紇
と
佛
敎

│
眞
諦
と
の
關
係
を
中
心
に
」、『
佛
敎
史
學
硏
究
』
二
二
│
一
、一
九
七
九
年
。

（
26
） 

吉
川
忠
夫
・
船
山
徹
『
高
僧
傳
（
一
）』、
岩
波

庫
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
二
八
六
頁
注
一
。

（
27
） 

吉
川
・
船
山
、
同
書
、
一
三
六
頁
參
照
。

（
28
） 

安
藤
更
生
『

眞
和
上
傳
之
硏
究
』、
平
凡
社
、
一
九
六
〇
年
、
二
三
四
〜
二
四
九
頁
。

（
29
） 

安
藤
、
同
書
、
二
三
八
頁
注
八
、二
四
六
頁
、
二
四
七
頁
注
二
二
、二
四
九
頁
注
二
四
。

（
30
） 

捨
身
と
そ
の
意
義
、種
類
お
よ
び
自
殺
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
次
を
參
照
。
拙
稿
「
捨
身
の
思
想

│
六
朝
佛
敎
史
の
一
斷
面
」、『
東
方
學
報
』

京
都
七
四
、二
〇
〇
三
年
（
自
殺
に
つ
い
て
は
特
に
三
三
六
〔
63
〕〜
三
三
一
〔
68
〕
頁
參
照
）。

（
31
） 

中
國
中
世
佛
敎
に
お
け
る
聖
者
の
規
定
、
具
體
的
事
例
、
傳
統
の
種
々
相
に
つ
い
て
は
次
を
參
照
。
拙
稿
「
聖
者
觀
の
二
系
統

│
六
朝
隋

唐
佛
敎
史
鳥
瞰
の
一
試
論
」、
麥
谷
邦
夫
（
編
）『
三
敎
交
涉
論
叢
』、
京
都
大
學
人

科
學
硏
究
所
、
二
〇
〇
五
年
。

（
32
） 

前
注
（
2
）
に
示
し
た
先
行
硏
究
を
見
よ
。
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（
33
） 

當
該
リ
ス
ト
を
『
正
論
釋
義
』
以
下
十
三
部
數
え
る
と
、
第
十
三
は
『
婆
藪
槃
豆
傳
』
一
卷
で
あ
る
が
、
同
傳
は
『
開
元
釋
敎
錄
』
卷
七
（
大

正
五
五
・
五
四
五
下
）
に
譯
と
し
て
既
出
す
る
の
で
除
外
す
る
と
、
第
十
三
は
次
の
『
衆
經
通
序
』
二
卷
と
な
り
、
卷
數
總
計
も
辻
褄
が
合
う
。

（
34
） 
た
だ
し
『
俱
舍
論
疏
』
成
立
と
唐
初
に
お
け
る
流
傳
に
は
さ
ら
に
複
雜
な
狀
況
が
あ
っ
た
こ
と
が
『
續
高
僧
傳
』
卷
十
三
・
道
岳
傳
に
記
さ

れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
本

第
六
節
の
末
尾
を
見
よ
。

（
35
） 『
部
執
論
疏
』
に
關
す
る
早
期
の
硏
究
に
次
が
あ
る
。D

em
iéville, Paul, “L’origine des sectes bouddhiques d’après Param

ārtha.” 

M
élanges chinois et bouddhiques 1, 1931 (repr.: D

em
iéville, Paul, C

hoix d’études bouddhiques (1929 – 1970), Leiden: E. J. B
rill, 

1973).

（
36
） 

宇
井
「
眞
諦
三
藏
傳
の
硏
究
」
九
六
〜
九
七
頁
。
靑
原
令
知
「
德
慧
の
『
隨
相
論
』」、『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
四
一
│
二
、一
九
九
三
年
。

同
「
德
慧
『
隨
相
論
』
の
集
諦
行
相
解
釋
」、『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
五
一
│
二
、二
〇
〇
三
年
。
な
お
『
隨
相
論
』
を
眞
諦
の
疏
を
含
む
も

の
と
は
解
釋
し
な
い
立
場
の
硏
究
と
し
て
次
を
參
照
。
吉
津
宜
英
「
眞
諦
三
藏
譯
出
經
律
論
硏
究
誌
」、
二
四
一
頁
、
二
七
七
頁
。

（
37
） 

拙
稿
「「
如
是
我
聞
」
か
「
如
是
我
聞
一
時
」
か

│
六
朝
隋
唐
の
「
如
是
我
聞
」
解
釋
史
へ
の
新
視
角
」、『
法
鼓
佛
學
學
報
』
一
、

二
〇
〇
七
年
、
二
五
七
頁
。

（
38
） 『
金
光
明
疏
』
の
こ
れ
ま
で
の
佚

硏
究
に
次
が
あ
る
。
佐
藤
哲
英
『
天
台
大
師
の
硏
究
』、
百
華
苑
、
一
九
六
一
年
、
第
四
篇
第
三
章
第
四

節
「
眞
諦
三
藏
の
金
光
明
經
疏
」。
林
鳴
宇
『
宋
代
天
台
敎
學
の
硏
究

│
『
金
光
明
經
』
の
硏
究
史
を
中
心
と
し
て
』、
山

房
佛
書
林
、

二
〇
〇
三
年
、
第
二
篇
第
二
章
第
二
節
「
眞
諦
の
『
金
光
明
經
疏
』」。

（
39
） 『
中
論
疏
』
が
翻
譯
で
な
い
可
能
性
は
、
本
硏
究
班
に
お
い
て
大
竹
晉
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
。
本
稿
は
同
氏
の
指
摘
に
暫
定
的
に
從
う
も
の

で
あ
る
。
本

獻
に
關
す
る
先
行
硏
究
と
し
て
次
を
參
照
。
今
津
洪
嶽
「
羅

羅
跋
陀
羅
の
中
論
註
に
就
て
」、『
現
代
佛
敎
』
二
│

一
六
、一
九
二
五
年
。
た
だ
し
「
疏
」
と
呼
ば
れ
る
か
ら
イ
ン
ド
の
注
釋
で
な
い
と
は
斷
言
で
き
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
40
） 

吉
村
誠
「
攝
論
學
派
の
心
識
說
に
つ
い
て
」、『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
五
一
│
一
、二
〇
〇
二
年
。
同
「
攝
論
學
派
の
心
識
說
に
つ
い
て
」、

『
駒
澤
大
學
佛
敎
學
部
論
集
』
三
四
、二
〇
〇
三
年
。

（
41
） 

關
連
議
論
と
し
て
、
本
書
所
收
の
大
竹
晉
「
眞
諦
『
九
識
章
』
を
め
ぐ
っ
て
」
を
參
照
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
九
識
章
」
と
い
う
名
に
言
及
す
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る
佚

中
に
イ
ン
ド
人
に
は
知
り
得
て
も
、
漢
譯
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
中
國
人
が
知
り
得
な
か
っ
た
內
容
が
含
ま
れ
る
と
い
う
。

（
42
） 
宇
井
伯
壽
「
攝
大
乘
論
義
疏
の
斷
片
」、
同
『
攝
大
乘
論
硏
究
』、
岩
波
書
店
、
一
九
三
五
年
。

（
43
） 『
二
十
論
』
の
原
題
は
こ
れ
ま
で V

iṃ
śatikā 

と
表
記
さ
れ
て
き
た
が
、
最
近
、
寫
本
調
査
に
よ
り
、V

iṃ
śikā 

と
表
記
す
べ
き
で
あ
る
こ
と

が
加
納
和
雄
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。K

ano, K
azuo, “Tw

o Short G
losses on Yogācāra Texts by Vairocanarakṣita: 

V
iṃ
śikāṭīkāvivṛti and * D

harm
adharm

atāvibhāgavivṛti.” In: Sferra, Francesco, (ed.), M
anuscripta B

uddhica, Vol. I: Sanskrit Texts 

from
 G

iuseppe Tucci’s C
ollection, P

art I, Serie O
rientale R

om
a, R

om
a: IsIA

O
, 2008, p. 345 &

 p. 350.

（
44
） Takakusu, J., “The Life of Vasu-bandhu by Param

ārtha (A
.D

. 499-569),” T’oung pao, Série II, Vol. V, 1904, p. 293 n. 110. Id., “A
 

Study of Param
ārtha’s Life of Vasu-bandhu; and the D

ate of Vasu-bandhu,” Journal of the R
oyal A

siatic Society, 1905, p. 38. Frau-

w
allner, Erich, O

n the D
ate of the B

uddhist M
aster of the Law

 Vasubandhu, Serie O
rientale Rom

a, Rom
a: IsM

EO
, 1951, pp. 17-18. 

（
45
） 

前
注
（
4
）
宇
井
伯
壽
「
眞
諦
三
藏
傳
の
硏
究
」「
顯
識
論
の
硏
究
」。

（
46
） 

前
注
（
4
）
宇
井
伯
壽
「
眞
諦
三
藏
傳
の
硏
究
」「
十
八
空
論
の
硏
究
」。 Radich, M

ichael, “The D
octrine of *Am

alavijñāna in Param
ārtha 

(499-569), and Later A
uthors to A

pproxim
ately 800 C

.E.,” Zinbun: A
nnals of the Institute for R

esearch in H
um

anities, K
yoto 

U
niversity 41 (2008), 2009, pp. 72-79. 

な
お
ラ
デ
ィ
ッ
チ
論

（
特
に
一
六
四
頁
注
四
九
〇
）
は
、
眞
諦
の
佚

を
思
想
の
中
國
化
と
そ
の

過
程
と
い
う
觀
點
か
ら
分
析
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

（
47
） 

前
注
（
2
）
高
崎
直
道
「
眞
諦
三
藏
の
譯
經
」
參
照
。

（
48
） 

勝
又
俊
敎
『
佛
敎
に
お
け
る
心
識
說
の
硏
究
』、
山

房
佛
書
林
、
一
九
六
一
年
、
第
三
章
第
二
節
「
無
相
論
に
つ
い
て
」。

（
49
） 

前
注（
2
）高
崎
直
道「
眞
諦
三
藏
の
譯
經
」參
照
。
ま
た
內
容
の
解
說
と
し
て
次
も
參
照
。
河
村
孝
照「
涅
槃
經
本
有
今
無
偈
論
に
つ
い
て
」、

『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
一
八
│
二
、一
九
七
〇
年
。

（
50
） 

月
輪
賢
隆
「
究
竟
一
乘
寶
性
論
に
就
て
」、『
日
本
佛
敎
學
會
年
報
』
七
、一
九
三
五
年
（
後
に
、『
佛
典
の
批
判
的
硏
究
』、
百
華
苑
、

一
九
七
一
年
、
所
收
）。
服
部
正
明
「『
佛
性
論
』
の
一
考
察
」、『
佛
敎
史
學
』
四
│
三
・
四
、一
九
五
五
年
。

（
51
） 『
國
譯
一
切
經
瑜
伽
部
十
一
』
所
收
の
坂
本
幸
男
「
佛
性
論
解
題
」
の
二
六
四
〜
二
六
七
頁
に
、
佛
性
論
中
で
「
釋
曰
」
あ
る
い
は
「
記
曰
」
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よ
り
始
ま
る
十
七
カ
所
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。

（
52
） 
高
崎
直
道
「
佛
性
論
解
題
」、
高
崎
直
道
・
柏
木
弘
雄
（
校
註
）『
佛
性
論
・
大
乘
起
信
論
（
舊
・
新
二
譯
）』、
新
國
譯
大
藏
經
論
集
部
２
、

大
藏
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
特
に
六
一
〜
六
二
頁
參
照
。

（
53
） 『
七
事
記
』
は
經
典
冒
頭
の
定
型
句
を
七
項
目
に
分
け
る
が
、
こ
れ
を
幾
つ
に
分
け
る
か
と
い
う
點
は
イ
ン
ド
の
注
釋
で
も
中
國
の
注
釋
で
も

定
說
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
我
」「
聞
」
を
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
み
な
し
て
六
項
目
と
す
る
注
釋
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、そ
れ
を
「
六
成
就
」

と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

（
54
） 

七
事
記
に
つ
い
て
は
次
を
參
照
。
宇
井
伯
壽
「
眞
諦
三
藏
傳
の
硏
究
」
八
五
頁
。
拙
稿
「「
漢
譯
」
と
「
中
國
撰
述
」
の
閒

│
漢

佛
典
に

特
有
な
形
態
を
め
ぐ
っ
て
」、『
佛
敎
史
學
硏
究
』
四
五
│
一
、二
〇
〇
二
年
、
二
八
頁
、
注
四
一
。

（
55
） 

崔
鈆
植 

최
연
식 『
校
勘
大
乘
四
論
玄
義
記
』，불
광
출
판
사 （
佛
光
出
版
社 B

ulkw
ang B

ooks

）、二
〇
〇
九
年
。
崔
鈆
植
（
山
口
弘
江
譯
）「『
大

乘
四
論
玄
義
記
』
と
韓
國
古
代
佛
敎
思
想
の
再
檢
討
」、『
東
ア
ジ
ア
佛
敎
硏
究
』
八
、二
〇
一
〇
年
。

（
56
） 

橘
川
智
昭
「
新
羅
唯
識
の
硏
究
狀
況
に
つ
い
て
」、『
韓
國
佛
敎
學SEM

IN
A

R

』
八
、二
〇
〇
〇
年
、
七
三
頁
參
照
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
圓
測

の
諸
著
作
の
う
ち
で
『
仁
王
經
疏
』
は
最
晩
年
の
作
と
さ
れ
る
。『
無
量
義
經
疏
』
に
つ
い
て
は
次
を
參
照
。
橘
川
智
昭
「
圓
測
新
資
料
・
完

本
『
無
量
義
經
疏
』
と
そ
の
思
想
」、『
불
교
학
리
뷰C

ritical R
eview

 for B
uddhist Studies

』 

四
、二
〇
〇
八
年
。

（
57
） 

關
連
す
る
金
剛
經
注
釋
の
最
新
の
硏
究
と
し
て
次
の
論

と
そ
こ
に
引
用
さ
れ
る
先
行
諸
硏
究
を
參
照
。
麥
谷
邦
夫
「
唐
・
玄
宗
の
三
經
御

注
を
め
ぐ
る
諸
問
題

│
『
御
注
金
剛
般
若
經
』
を
中
心
に
」、
同
（
編
）『
三
敎
交
涉
論
叢
續
編
』、
京
都
大
學
人

科
學
硏
究
所
、

二
〇
一
一
年
、特
に
二
五
〇
〜
二
五
一
頁
。
ま
た
校
本
と
し
て
次
を
參
照
。
定
源
（
編
） 「
御
註
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
宣
演
卷
上
」、方
廣

（
主

編
）『
藏
外
佛
敎

獻
』
第
二
編
、
總
第
十
五
輯
、
北
京
・
中
國
人
民
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
。

（
58
） 

常
盤
大
定
「『
天
台
法
華
玄
義
釋
籤
要
決
』
十
卷
・『
天
台
法
華
疏
記
義
決
』
十
卷
・『
摩
訶
止
觀
論
弘
決
纂
義
』
八
卷
の
撰
者
道
邃
に
つ
い
て

の
疑
問
」、
同
『
支
那
佛
敎
の
硏
究
第
二
』、
春
秋
社
松
柏
館
、
一
九
四
一
年
。

（
59
） 

吉
藏
の
引
用
が
し
ば
し
ば
逐
語
的
で
な
く
要
約
的
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
佚

を
回
收
を
す
る
上
で
問
題
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
次
を
參

照
。
拙
稿
「
梁
の
開
善
寺
智
藏
『
成
實
論
大
義
記
』
と
南
朝
敎
理
學
」、
科
硏
費
硏
究
成
果
報
吿
書
『
江
南
道
敎
の
硏
究
』（
硏
究
代
表
者
・
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麥
谷
邦
夫
）、
二
〇
〇
七
年
、
一
一
六
〜
一
一
八
頁
「
方
法
論
的
覺
書
」
參
照
。

（
60
） 『
水
野
弘
元
著
作
集
第
二
卷
、
佛
敎
敎
理
硏
究
』、
春
秋
社
、
一
九
九
七
年
、
所
收
。
論

の
初
出
は
『
駒
澤
大
學
佛
敎
學
會
年
報
』
一
、

一
九
三
一
年
。

（
61
） 

福
田
琢
「『
成
實
論
』
の
學
派
系
統
」（
荒
牧
典
俊
（
編
）『
中
國
北
朝
隋
唐
佛
敎
思
想
史
』、
法
藏
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
は
『
成
實
論
』
の
所

屬
部
派
に
關
す
る
優
れ
た
硏
究
成
果
で
あ
り
、
關
連
諸
硏
究
も
紹
介
す
る
が
、
慧
愷
の
序
に
は
全
く
觸
れ
て
い
な
い
。

（
62
） 

た
だ
し
「
僧
伽
胝
施
沙
」
と
「
波
胝
提
舍
尼
」
に
用
い
ら
れ
る
「
胝
」（*ti

）
は
眞
諦
譯
に
特
徵
的
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

（
63
） 『
平
川
彰
著
作
集
第
14
卷　

二
百
五
十
戒
の
硏
究
Ⅰ
』、
春
秋
社
、
一
九
九
三
年
、
三
五
八
頁
。

（
64
） 『
平
川
彰
著
作
集
第
16
卷　

二
百
五
十
戒
の
硏
究
Ⅲ
』、
春
秋
社
、
一
九
九
四
年
、
六
〜
七
頁
。

（
65
） 

同
、
二
九
頁
。

（
66
） 

正
量
部
の
こ
の
用
語
は
從
來
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
先
行
硏
究
が
た
だ
一
つ
存
在
す
る
。
荻
原
雲
來
「
波
夜
提
の
原
語
に
就
い
て
」、

『
荻
原
雲
來

集
』、
荻
原
博
士
記
念
會
、
一
九
二
八
年
、
八
五
六
頁
、
八
六
一
頁
（
原
載
『
大
正
大
學
學
報
』
三
、一
九
二
八
年
）。
こ
の
論

は
波
夜
提
に
對
應
す
る
諸
々
の
語
形
を
擧
げ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
『
明
了
論
』
に
觸
れ
て prāyatnika 

と
い
う
原
語
を
想
定
し
て

い
る
。
し
か
し
こ
の
語
の
特
異
性
に
つ
い
て
は
格
別
の
議
論
を
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
後
の
硏
究
者
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

同
論

を
批
判
的
に
取
り
上
げ
た
平
川
彰
『
二
百
五
十
戒
の
硏
究
Ⅲ
』
も
『
明
了
論
』
に
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。
荻
原
論

へ
の
注
意
喚

起
を
促
し
て
く
れ
た
硏
究
班
班
員
池
田
將
則
に
感
謝
し
た
い
。

（
67
） 

こ
れ
と
同
じ
說
は
『
俱
舍
論
』
第
三
章
八
七
偈
ｃ
ｄ
と
そ
の
自
注
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
68
） 

一
丈
は
十
尺
。
し
た
が
っ
て
計
算
上
、
八
〇
〇
丈
＝
八
〇
〇
〇
尺
＝
一
〇
〇
〇
ダ
ヌ
（
弓
）
＝
一
ク
ロ
ー
シ
ャ
。

（
69
） 

一
里
は
一
八
〇
〇
尺
。
し
た
が
っ
て
一
ク
ロ
ー
シ
ャ
＝
一
〇
〇
〇
ダ
ヌ
＝
八
〇
〇
〇
尺
＝
四
、四
四
四
…
…
里
と
な
る
計
算
。
す
な
わ
ち
ア
ラ

ニ
ヤ
は
ラ
ナ
の
三
義
に
鑑
み
て
、
ラ
ナ
に
相
當
す
る
場
所
か
ら
一
ク
ロ
ー
シ
ャ
以
上
（
正
量
部
の
計
算
を
中
國
の
度
量
衡
に
換
算
す
れ
ば
四
、

四
四
四
…
…
里
以
上
）
離
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
意
味
で
あ
る
。
因
み
に
眞
諦
說
以
外
に
は
、
一
ク
ロ
ー
シ
ャ
（
拘
盧
舍
）
は
五

里
で
あ
る
と
す
る
漢
語

獻
が
あ
る
。
唐
・
道
世
『
毘
尼
討
要
』
卷
一
に
引
く
『
耶
舍
傳
』
に
「
拘
盧
舍
者
、大
牛
鳴
音
也
。
其
音
聞
於
五
里
」
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（
續
藏
一
・
七
〇
・
二
・
一
一
四
裏
上
）
と
あ
る
。
ま
た
北
魏
・
吉
迦
夜
共
曇
曜
譯
『
雜
寶
藏
經
』
一
「
一
拘
屢
者
〈
秦
言
五
里
〉」（
大
正
四
・

四
五
二
下
）、
未
詳
作
者
『
四
分
律

論
要
用
抄
』
上
の
夾
注
に
「〈
一
拘
盧
舍
者
五
里
〉」（
大
正
八
五
・
六
九
四
下
）
と
あ
る
。

（
70
） 
三
種
の
う
ち
、raṇa

が
騷
音
・
喧
噪
（sound, noise

）
を
意
味
し
得
る
こ
と
は
通
常
の
辭
書
に
お
い
て
確
認
可
能
で
あ
る
。
ま
たraṇa

が
煩

惱
（kleśa
）
の
意
味
に
用
い
ら
れ
得
る
こ
と
に
つ
い
て
は
次
を
參
照
。Edgerton, Franklin, B

uddhist H
ybrid Sanskrit G

ram
m

ar and 

D
ictionary, vol. II. N

ew
 H

aven: Yale U
niversity Press, 1953 (R

epr.: D
elhi: M

otilal B
anarsidass, 1970), p. 64 s.v. “a-raṇa,” p. 450 s.v. 

“raṇa.” 

ま
た
爭
い
の
な
い
境
地
の
三
昧
を
意
味
す
る araṇā

を
眞
諦
譯
『
俱
舍
論
』
は
「
無
諍
三
摩
提
」
と
譯
す
。

（
71
） 

平
川
『
二
百
五
十
戒
の
硏
究
Ⅳ
』、
二
七
七
頁
（
五
百
弓
に
つ
い
て
）、『
同
Ⅱ
』
五
六
四
〜
五
六
五
頁
。

（
72
） 

圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
一
（
續
一
・
三
四
・
四
・
三
一
七
裏
上　

三
二
四
上
も
比

參
照
）
に
引
く
眞
諦
の
解
釋
（
恐
ら
く
『
解
節
經
疏
』）。

な
お
類
似
の
解
釋
は
、
眞
諦
の
著
作
で
は
な
い
が
、
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』（
天
親
釋
）
卷
八
（
大
正
三
一
・
二
〇
六
中
）
に
も
見
え
る
。

（
73
） 

圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
三
（
續
一
・
三
四
・
四
・
三
四
九
表
上
）

（
74
） 

同
卷
二
（
續
一
・
三
四
・
四
・
三
三
四
表
上
）

（
75
） 

同
卷
一
（
續
一
・
三
四
・
四
・
三
一
七
表
上
）、
吉
藏
『
法
華
義
疏
』
卷
一
（
大
正
三
四
・
四
五
七
下
）

（
76
） （
參
考
）
窺
基
『
阿
彌
陀
經
疏
』「
故
眞
諦
云
。
應
名
勿
伽
羅
。
此
云
愛
胡
豆
。
愛
胡
豆
卽

豆
也
。
上
古
有
仙
人
唯
⻝
此
豆
、
是
彼
仙
種
、

因
姓
爲
名
」（
大
正
三
七
・
三
一
五
下
）。
な
お
同
疏
原

に
二
度
現
れ
る
「
愛
」
は
「
受
」
の
誤
寫
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
中
觀
澄
禪
『
三
論
玄

義
檢
幽
集
』
卷
六
に
お
け
る
「
抄
批
」（
唐
・
大
覺
『
四
分
律
鈔
批
』、
但
し
現
行
本
に
は
對
應
箇
所
が
な
い
）
の
引
用
に
も
「
目
連
」
の
語

義
解
釋
を
含
む
眞
諦
說
（
大
正
七
〇
・
四
六
五
中
〜
下
）
が
見
え
、
そ
れ
が
元
來
は
『
部
執
論
疏
』
の
一
節
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
77
） m

audga < m
udga ( P

āli m
ugga). 

綠
色
の
豆
と
は
、
現
在
ム
ン
グ
豆
（m

ung

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
當
た
る
か
。

（
78
） 

滿
久
崇
麿
『
佛
典
の
植
物
』、
八
坂
書
房
、
一
九
八
五
年
、
四
四
〜
四
五
頁
。

（
79
） 

イ
ン
ド
傳
統
學
術
に
お
け
る
ニ
ル
ヴ
ァ
チ
ャ
ナ
（
ニ
ル
ク
テ
ィ
、
ニ
ル
ク
タ
）
に
つ
い
て
の
關
連
硏
究
と
し
て
次
を
參
照
。D

eeg, M
ax, D

ie 

altindische E
tym

ologie nach dem
 Verstäntnis Yāska’s und seiner Vorgänger: eine U

ntersuchung über ihre P
raktiken, ihre literarische 

Verbreitung und ihr Verhältnis zur dichterischen G
estaltung und Sprachm

agie, D
ettelbach: J. H

. R
öll, 1995, p. 328 &

 p. 425 s.v. 
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“kaśyápa,” p. 362 &
 p. 422 s.v. “araṇya.” K

ahrs, Eivind, Indian Sem
antic A

nalysis: The ‘N
irvacana’ Tradition, C

am
bridge: C

am
-

bridge U
niversity Press, 1998, p. 142 “kacchapa.” 

佛
敎
に
お
け
る
同
樣
の
傳
統
に
つ
い
て
は
次
を
參
照
。
眞
野
龍
海
「
訓
釋
詞
（nirukti 

ニ
ル
ク
テ
ィ
）
に
つ
い
て
」、『
佛
敎

化
學
會
紀
要
』
一
〇
、二
〇
〇
一
年
（
ま
た
ウ
ェ
ブ
版 http://w

w
w

.evam
.ne.jp/tenkoin/data/

study06-i.htm
l

）。

（
80
） 

因
み
に
季
節
（Skt. ṛtu

）
の
區
分
に
關
す
る
他
の
說
と
し
て
は
、『
大
唐
西
域
記
』
卷
二
に
眞
諦
と
同
じ
一
年
三
分
說
お
よ
び
、
更
に
詳
細
な

る
一
年
六
分
說
な
ど
が
紹
介
さ
れ
る
ほ
か
、
失
譯
『
薩
婆
多
毘
尼
毘
婆
沙
』
卷
七
（
大
正
二
三
・
五
四
七
下
）
や
道
世
『
毘
尼
討
要
』
卷
二
に

引
く
『
耶
舍
傳
』
と
い
う

獻
（
續
一
・
七
〇
・
二
・
一
三
四
表
下
）
に
も
、
季
節
を
三
期
に
分
け
る
說
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
前
注
（
69
）
に

も
言
及
し
た
『
耶
舍
傳
』
が
い
か
な
る

獻
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
別
稿
を
準
備
し
て
い
る
。

（
81
） 

本

に
示
し
た
通
り
、
當
該
箇
所
の
眞
諦
譯
は
「
毘
拏
」（
大
正
一
六
・
七
一
三
中
）。
對
應
す
る
玄
奘
譯
『
解
深
密
經
』
卷
一
・
勝
義
諦
相
品

第
二
の
譯
語
は「
箜
篌
」（
大
正
一
六
・
六
九
一
上
一
七
行
）。チ
ベ
ッ
ト
語
譯
はpi bang 

で
あ
る
。次
を
參
照
。Lam

otte, Étienne, L’explication 

des m
ystères, Louvain: B

ureaux du recueil, B
ibliothèque de l‘U

niversité, 1935, p. 46, chap. 3,6, ll. 4-7. 

チ
ベ
ッ
ト
語
の pi bang 

はpi 
w

ang 

と
表
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
な
お
、
本
經
典
の
梵
語
原
典
の
存
在
は
目
下
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

（
82
） 

外
村
中
「
古
代
イ
ン
ド
の
絃
樂
器
「
ヴ
ィ
ー
ナ
ー
」、「
ヴ
ァ
ッ
ラ
キ
ー
」、「
ト
ゥ
ナ
ヴ
ァ
」」、『
古
代

化
』
六
二
│
三
、二
〇
一
〇
年
、

六
五
（
402
）
〜
八
一
（
418
）
頁
、
特
に
六
七
頁
の
說
明
お
よ
び
六
八
頁
の
第
５
圖
、
第
６
圖
、
第
７
圖
を
見
よ
。
更
に
同
氏
に
よ
る
以
下
の

論

も
あ
わ
せ
て
參
照
。
外
村
中
「
唐
代
琵
琶
雜
攷

│
正
倉
院
の
「
秦
漢
琵
琶
」」、『
鹿
園
雜
集
』（
奈
良
國
立
博
物
館
硏
究
紀
要
）
二
・
三

合
併
號
、
二
〇
〇
一
年
、
五
七
〜
七
一
頁
。
同
「「
五
絃
」
琵
琶
の
流
行
に
つ
い
て
」、『
鹿
園
雜
集
』（
奈
良
國
立
博
物
館
硏
究
紀
要
）
七
、

二
〇
〇
五
年
、
一
〜
二
四
頁
。

（
83
） 

北
凉
・
曇
無
讖
譯
『
大
般
涅
槃
經
』
卷
十
六
・
梵
行
品
「
…
…
是
象
嗅
已
、
狂
醉
倍
常
、
見
我
翼
從
被
服
赤
色
、
謂
呼
是
血
、
…
…
」（
大
正

一
二
・
四
五
七
中
）。
南
本
『
大
般
涅
槃
經
』
卷
十
四
・
梵
行
品
（
六
九
九
中
）。

（
84
） 

壞
色
に
つ
い
て
は
次
を
參
照
。
平
川
彰
『
平
川
彰
著
作
集
第
16
卷 

二
百
五
十
戒
の
硏
究
Ⅲ
』、
春
秋
社
、
一
九
九
四
年
、
六
〇
六
〜
六
一
六
頁
。

佐
藤
密
雄
『
原
始
佛
敎
敎
團
の
硏
究
』、
山

房
佛
書
林
、
一
九
六
三
年
、
六
八
三
〜
六
九
〇
頁
。
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（
85
） 

五
部
派
說
お
よ
び
問
題
點
に
つ
い
て
は
次
を
參
照
。
拙
稿
「
經
典
の
僞
作
と
編
輯

│
『
遺
敎
三
昧
經
』
と
『
舍
利
弗
問
經
』」、
京
都
大
學

人

科
學
硏
究
所
（
編
）『
中
國
宗
敎

獻
硏
究
』、
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
八
六
〜
八
九
頁
。

（
86
） 「
若
是
薩
婆
多
義
、
有
同
隨
得
繫
之
戒
善
、
生
雖
謝
同
隨
得
繫
、
其
住
在
過
去
、
繫
果
在
未
來
。
若
正
量
部
戒
善
、
生
此
善
行
、
與
無
失
法
俱

生
、
其
不
說
有
業
能
業
、
體
生
卽
謝
滅
、
無
失
法
不
滅
、
攝
業
果
令
不
失
。
…
…
」（
大
正
三
二
・
一
六
一
下
〜
一
六
二
上
）。
同
隨
得
お
よ
び

不
失
に
關
す
る
最
近
の
硏
究
と
し
て
次
を
參
照
。
那
須
良
彥
「
有
部
の
不
失
法
因
と
正
量
部
の
不
失

│
『
中
論
』
第
17
章
所
述
の
「
不
失
」

に
對
す
る
觀
誓
の
解
釋
」、『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
五
三
│
一
、二
〇
〇
四
年
。

（
87
） 

こ
れ
以
外
に
も
『
四
諦
論
』
に
は
興
味
深
い
語
法
が
あ
る
。
た
と
え
ば
滅
を
意
味
す
るnirodha 

を
「
尼
盧
陀
」
と
音
譯
し
、
そ
れ
を
分
析
し

て
「
尼
者
訓
無
、
盧
陀
訓
遮
障
。
渴
愛
等
法
能
障
、
此
中
永
無
故
、
名
尼
盧
陀
」（「
ニ
」
は
無
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
ロ
ー
ダ
」
は
遮
り
妨

げ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
渴
愛
等
の
ダ
ル
マ
は
妨
げ
と
な
る
が
、
こ
れ
（
ニ
ロ
ー
ダ
＝
滅
）
に
は
そ
れ
が
全
く
な
い
か
ら
、
そ
れ
故
、「
ニ

ロ
ー
ダ
（
妨
げ
な
き
も
の
）」
と
呼
ぶ
。
大
正
三
二 

・ 

三
八
九
下
）
と
い
う
よ
う
に
音
譯
に
對
應
す
る
意
譯
を
「
訓
」
と
い
う
字
で
示
す
の
は

ユ
ニ
ー
ク
な
語
例
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
但
し
、
ニ
ロ
ー
ダ
の
こ
の
語
義
解
釋
が
ど
の
程
度
ま
で
普
遍
的
か
は
筆
者
に
は
目
下
不
明
）。

ま
た
「
生
之
與
起
、
云
何
爲
異
」（
生
じ
る
こ
と
と
起
こ
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
。
三
八
〇
下
三
行
）
と
竝
列
關
係
を
「
之
與
」

の
二
字
で
示
す
の
は
他
の
翻
譯

獻
に
も
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
通
常
、
翻
譯
の
中
で
用
い
る
頻
度
は
低
い
。

（
88
） 「
格
義
」
の
語
義
、
問
題
點
、
漢
譯
と
の
關
連
性
に
つ
い
て
は
次
を
參
照
。
拙
稿
「

化
接
觸
と
し
て
の
佛
典
漢
譯

│
「
格
義
」
と
「
聖
」

の
序
論
的
考
察
」、
田
中
雅
一
・
船
山
徹
（
編
）『
コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン
の
人

學
第
一
卷
』、
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
一
年
。

（
89
） 『
仁
王
般
若
經
』
が
疑
經
で
あ
る
こ
と
を
め
ぐ
る
硏
究
史
お
よ
び
筆
者
自
身
の
考
え
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
疑
經
『
梵

經
』
成
立
の
諸
問
題
」、

『
佛
敎
史
學
硏
究
』
三
九
│
一
、一
九
九
六
年
を
參
照
。

（
90
） 

圓
測
の
引
く
眞
諦
の
『
本
記
』
が
眞
諦
『
仁
王
般
若
疏
』
で
あ
る
點
に
つ
い
て
は
宇
井
「
眞
諦
三
藏
傳
の
硏
究
」
五
三
頁
を
參
照
。
圓
測
『
仁

王
經
疏
』
に
引
用
さ
れ
る
眞
諦
佚

の
一
覽
に
つ
い
て
は
次
を
參
照
。
木
村
邦
和
「
西
明
寺
圓
測
に
お
け
る
眞
諦
三
藏
所
傳
の
學
說
に
對
す

る
評
價
（
二
）」、『
硏
究
紀
要
』（
長
岡
短
期
大
學
）
六
、一
九
八
二
年
。『
本
記
』
と
は
本
來
の
注
記
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
し

か
し
何
故
に
眞
諦
『
仁
王
般
若
疏
』
の
み
に
『
本
記
』
と
い
う
呼
稱
を
用
い
る
の
か
、
そ
の
理
由
は
定
か
で
な
い
。
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（
91
） 

注
（
44
）Frauw

allner, O
n the D

ate of the B
uddhist M

aster of the Law
 Vasubandhu, pp. 7-8. 
（
92
） 
同
內
容
を
傳
え
る
別
な
引
用
と
し
て
、
圓
測
『
仁
王
經
疏
』
卷
上
末
の
次
の
一
節
も
參
照
。「
有
云
、
眞
諦
三
藏
意
、
如
來
在
世
四
十
五
年
、

說
三
乘
（
種
）
法
輪
。
一
轉
轉
法
輪
、
說
小
乘
故
。
然
轉
有
顯
密
。
密
則
始
從
得
道
夜
、
至
涅
槃
夜
、
但
具
轉
三
法
輪
。
顯
卽
從
初
成
道
七
年
、

但
轉
轉
法
輪
。
次
七
年
後
三
十
一
年
中
、
兼
轉
・
照
法
輪
。
從
三
十
八
年
後
、
於
七
年
中
、
轉
種
（
持
）
法
輪
。
從
初
照
至
于
轉
治
（
持
）
來
、

合
有
三
十
一
年
。
前
二
十
九
年
已
說
餘
般
若
、
今
至
三
十
年
初
月
八
日
、
方
說
『
仁
王
般
若
』、
故
云
「
初
年
月
八
日
」。
故
今
『
本
記
』
云
、

「
言
「
初
年
月
八
日
」
者
、
卽
正
月
八
日
。
如
來
成
道
七
年
說
『
般
若
』」。
案
此
經

、
已
二
十
九
年
、
至
此
時
、
應
是
成
道
後
三
十
六
年
。

此
『
本
記
』
意
、
義
如
上
記
」（
大
正
三
三
・
三
七
六
中
〜
下
）。
ま
た
吉
藏
『
仁
王
般
若
經
疏
』
卷
上
一
「「
初
年
月
八
日
者
、
此
明
時
節
。

成
道
三
十
六
年
正
月
八
日
說
此
經
、
佛
成
道
七
年
、
方
說
餘
般
若
」（
大
正
三
三
・
三
二
一
上
）
も
參
照
。
更
に
、
義
寂
『
法
華
經
論
述
記
』

卷
上
に
お
け
る
關
連
箇
所
を
和
譯
し
て
示
す
硏
究
と
し
て
次
を
參
照
。
朴

娟
（
佐
藤
厚
譯
）「
新
羅
義
寂
の
『
法
華
經
論
述
記
』
の
一
考
察
」、

『
東
ア
ジ
ア
佛
敎
硏
究
』
九
、二
〇
一
一
年
、
一
九
〇
頁
。
眞
諦
そ
の
他
の
轉
法
輪
說
つ
い
て
は
次
の
論

も
あ
わ
せ
て
參
照
。
吉
村
誠
「
唯

識
學
派
の
三
轉
法
輪
說
に
つ
い
て
」，『
駒
澤
大
學
佛
敎
學
部
論
集
』
三
六
、二
〇
〇
五
年
、
特
に
一
六
六
〜
一
六
八
頁
。

（
93
） 

但
し
、
諸

獻
が
い
ず
れ
も
釋
迦
の
說
法
年
代
と
年
齡
に
言
及
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
殆
ど
の

獻
は
、
い
ず
れ
か
の
要
素
の
み
を
部
分
的

示
す
に
す
ぎ
な
い
。
以
下
に
說
法
年
數
に
關
す
る
諸

獻
を
擧
げ
る
。
釋
迦
四
十
九
年
說
法
說
は
、
西
晉
・
白
法
祖
譯
『
佛
般
泥

經
』
卷

下
「
得
佛
說
經
、
四
十
九
歲
」（
大
正
一
・
一
七
一
中
〜
下
）、
同
「
佛
爲
三
界
天
中
之
天
、
神
聖
無
量
、
至
尊
難
雙
、
開
化
導
引
四
十
九
年
、

仙
聖
梵
釋
、
靡
不
稽
首
」（
一
七
一
下
）、「
世
尊
說
經
、
四
十
九
歲
」（
一
七
二
上
）、
失
譯
『
般
泥

經
』
卷
下
「
佛
報
王
、
自
我
得
佛
、

四
十
九
歲
、
所
說
經
戒
、
一
切
具
悉
」（
大
正
一
・
一
八
七
上
）、
前
秦
・
道
安
「
鼻
奈
耶
序
」「
阿
難
出
經
、
面
承
聖
旨
。
五
百
應
眞
、
更
互

定
察
、
分
爲
十
二
部
。
於
四
十
九
年
之
誨
、
無
片
言
遺
矣
」（
大
正
二
四
・
八
五
一
上
）、
後
秦
・
鳩
摩
羅
什
譯
『
禪
祕
要
法
經
』
卷
中
「
過
去

有
佛
名
釋
迦
牟
尼
、
唯
獨
一
身
、
敎
化
衆
生
、
住
在
此
世
四
十
九
年
、
入
大
涅
槃
而
般
涅
槃
、
猶
如
薪
盡
火
滅
、
永
滅
無
餘
」（
大
正

一
五
・
二
五
六
上
）、
南
齊
・
蕭
子
良
『
淨
住
子
』「
故
如
來
一
代
四
十
九
年
、
隨
緣
示
敎
、
種
種
說
法
」（
大
正
五
二
・
三
一
八
下
）
な
ど
に
見

ら
れ
る
。
一
方
、
釋
迦
四
十
五
年
說
法
說
は
、
失
譯
『
大
乘
悲
分
陀
利
經
』
卷
六
「
於
娑
訶
佛
刹
賢
大
劫
百
二
十
歲
、
世
人
中
、
於
四
十
五
年
、

如
是
成
滿
大
具
佛
事
」（
大
正
三
・
二
七
六
中
）、
北
凉
・
曇
無
讖
譯
『
悲
華
經
』
卷
八
「
人
壽
百
歲
於
中
成
佛
、
號
智
華
無
垢
堅
菩
提
尊
王
・
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如
來
・
應
・
正
遍
知
・
明
行
足
・
善
逝
・
世
閒
解
・
無
上
士
・
調
御
丈
夫
・
天
人
師
・
佛
世
尊
。
住
世
說
法
四
十
五
年
作
於
佛
事
」（
大
正
三
・

二
一
九
下
）、
南
齊
・
僧
伽
跋
陀
羅
譯
『
善
見
律
毘
婆
沙
』
卷
一
「
世
尊
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
、
乃
至
涅
槃
時
、
於
一
中
閒
、
四
十
五
年
」

（
大
正
二
四
・
六
七
五
中
）、
北
魏
・
菩
提
流
支
『
金
剛
仙
論
』
卷
三
「
若
釋
迦
如
來
、
從
王
宮
生
、
六
年
苦
行
、
修
道
成
佛
、
四
十
五
年
住
世

說
法
、
後
入
涅
槃
」（
大
正
二
五
・
八
一
八
中
）
な
ど
に
見
え
る
。

（
94
） 

眞
諦
說
が
『
金
光
明
經
』
に
基
づ
く
こ
と
を
指
摘
す
る

獻
と
し
て
は
、前
注
（
92
）
朴
論

に
示
さ
れ
る
『
法
華
經
論
述
記
』
卷
上
に
「
此

三
如
次
、
名
轉
・
照
・
持
。
依
『
金
光
明
』、
立
此
三
名
」
と
あ
る
ほ
か
、
澄
觀
『
大
方
廣
華
嚴
經
疏
』
卷
一
「
眞
諦
三
藏
依
『
金
光
明
』
立

轉
・
照
・
持
三
輪
之
敎
、
亦
大
同
此
、
而
時
節
小
異
。
謂
。
七
年
前
說
四
諦
、
名
轉
法
輪
。
七
年
後
說
『
般
若
』、
具
轉
・
照
二
輪
、
以
空
照

有
故
。
三
十
年
後
具
轉
・
照
・
持
、
以
雙
照
空
有
持
前
二
故
」（
大
正
三
五
・
五
〇
八
下
）
と
あ
る
。
因
み
に
義
淨
譯
で
は
「
轉
妙
法
輪
、
持
・

照
法
輪
」（
大
正
一
六
・
四
一
四
上
）
と
あ
り
、
轉
・
照
・
持
の
三
種
は
あ
ま
り
明
確
で
な
い
。

（
95
） 

水
野
弘
元
「
五
十
二
位
等
の
菩
薩
階
位
說
」、『
佛
敎
學
』
一
八
、一
九
八
四
年
。

（
96
） 

拙
稿
「「
漢
譯
」
と
「
中
國
撰
述
」
の
閒

│
漢

佛
典
に
特
有
な
形
態
を
め
ぐ
っ
て
」、『
佛
敎
史
學
硏
究
』
四
五
│
一
、二
〇
〇
二
年
、
特

に
二
二
頁
。
拙
稿
「
龍
樹
、
無
著
、
世
親
の
到
逹
し
た
階
位
に
關
す
る
諸
傳
承
」、『
東
方
學
』
一
〇
五
、二
〇
〇
三
年
、
特
に
一
二
六
頁
。

（
97
） 

六
朝
隋
唐
の
菩
薩
の
階
位
說
の
槪
觀
に
つ
い
て
は
前
注
（
31
）
拙
稿
「
聖
者
觀
の
二
系
統

│
六
朝
隋
唐
佛
敎
史
鳥
瞰
の
一
試
論
」
參
照
。

（
98
） 

長
尾
雅
人
『
攝
大
乘
論

│
和
譯
と
注
解
（
下
）』、
講
談
社
、
一
九
八
七
年
、
六
〇
頁
。

（
99
） 

高
崎
直
道
『
寶
性
論
』、
講
談
社
、
一
九
八
九
年
、
四
七
〜
四
八
頁
の
和
譯
を
參
照
。

（
100
） 

靑
原
令
知
「
德
慧
『
隨
相
論
』
の
集
諦
行
相
解
釋
」、『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
五
一
│
二
、二
〇
〇
三
年
、
八
四
五
頁
。

（
101
） 

前
注
（
98
）
長
尾
雅
人
『
攝
大
乘
論

│
和
譯
と
注
解
（
下
）』
六
〇
頁
「
こ
の
よ
う
な
中
國
的
注
釋
を
眞
諦
自
ら
が
行
っ
た
と
も
考
え
に
く

い
。
し
た
が
っ
て
む
し
ろ
弟
子
た
ち
の
注
釋
が
そ
こ
に
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
い
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」。

（
102
） 

前
注
（
101
）
に
示
し
た
長
尾
說
と
論
點
は
少
々
異
な
る
が
、
フ
ラ
ウ
ワ
ル
ナ
ー
も
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
二
人
說
を
提
唱
す
る
に
あ
た
り
、
眞
諦

は
正
し
く
理
解
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
異
な
る
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
を
眞
諦
の
弟
子
が
誤
っ
て
同
一
人
と
し
て
記
し
た
結
果
、『
婆
藪
槃

豆
法
師
傳
』
が
成
立
し
た
可
能
性
を
想
定
す
る
。
前
注
（
44
）Frauw

allner, O
n the D

ate of . . ., p. 18. 

し
か
し
一
方
、
虛
心
に
考
え
れ
ば
、
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長
年
に
わ
た
っ
て
師
事
し
た
師
匠
の
說
の
う
ち
で
も
、
瑜
伽
行
派
の
祖
師
の
傳
記
と
い
う
最
も
基
礎
的
で
重
要
な
事

に
つ
い
て
、
弟
子
た

ち
が
完
全
に
誤
解
し
た
ま
ま
數
年
を
共
に
し
、
遂
に
最
後
ま
で
誤
り
に
氣
づ
か
な
か
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
が
現
實
的
で
あ
る
と
は
筆
者
に

は
思
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
基
本
的
事
實
關
係
を
弟
子
が
誤
解
し
續
け
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
困
難
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

（
103
） 「
用
識
」
と
い
う
譯
語
は
、眞
諦
譯
『
中
邊
分
別
論
』
卷
上
の
偈

（
大
正
三
一
・
四
五
一
下
二
八
）
お
よ
び
そ
の
散

釋
（
四
五
二
上
一
〜
二
）

に
見
え
る
。
對
應
す
る
梵
語
は
、偈

（
Ⅰ
九
ｂ
）
で
はa upabhogikam

 (vijñānam
) 

で
あ
り
、散

釋
で
は upabhoga(vijñānam

) 

で
あ
る
。

な
お
、『
中
邊
分
別
論
』
の
こ
の
偈
は
『
攝
大
乘
論
』
に
お
い
て
引
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
眞
諦
譯
は
「
受
識
」
で
あ
り
（
大
正
三
一
・

一
一
五
下
一
九
）、
こ
の
受
識
に
對
應
す
る
も
の
は
、
直
前
の
散

釋
に
お
い
て
は
「
受
用
識
」
と
譯
さ
れ
て
い
る
（
大
正
三
一
・
一
一
五
下

一
八
）。
つ
ま
り
、
眞
諦
譯
『
中
邊
分
別
論
』
お
よ
び
『
攝
大
乘
論
』
の
對
比
に
よ
っ
て
、
眞
諦
譯
の
「
用
識
」「
受
識
」「
受
用
識
」
は
梵
語

で
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
、「
正
受
識
」
は
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
』
卷
上
（
大
正
三
一
・
一
一
八
下
二
三
）
に
見
え
る
。
そ

れ
に
對
應
す
る
玄
奘
譯
が
「
彼
能
受
識
」
で
あ
り
、
梵
語
と
し
て
は upabhoga 

が
想
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
、
長
尾
雅
人
『
攝
大

乘
論

│
和
譯
と
注
解
（
上
）』、
講
談
社
、
一
九
八
二
年
、
二
七
五
〜
二
七
七
頁
を
參
照
。
以
上
に
よ
っ
て
、
用
識
と
正
受
識
と
の
區
別
は
、

專
ら
漢
語
表
現
に
依
存
し
て
お
り
、
梵
語
で
は
單
な
る
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
。

（
104
） 『
顯
識
論
』
に
は
、こ
の
ほ
か
に
も
注
釋
的
要
素

│
非
翻
譯
的
要
素

│
を
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
夾
注
で
は
あ
る
が
、

前
半
部
の
末
尾
に
次
の
よ
う
な
「
體
」
と
「
用
」
を
用
い
る
用
語
法
が
あ
る
。「〈
義
疏
九
識
第
三
合
簡
、
義
有
兩
。
一
明
識
體
、二
明
識
用
。

一
識
體
者
、
出
『
唯
識
論
』〉」。（
大
正
三
一
・
八
八
〇
中
）。
ま
た
後
半
部
で
、
生
に
觸
生
・
嗅
生
・
沙
生
・
聲
生
の
四
種
が
あ
る
と
し
て
第

四
の
聲
生
が
鶴
や
孔
雀
等
の
鳥
類
で
あ
る
こ
と
を
說
明
す
る

脈
で
、
唐
突
に
「
一
切
出
卵
不
可
⻝
、
皆
有
子
也
（
す
べ
て
卵
は
⻝
し
て
は

な
ら
ぬ
。
子
供
が
中
に
い
る
か
ら
だ
）」（
八
八
二
上
）
と
い
う
の
は
、
內
容
的
に
は
興
味
深
い
が
、
議
論
の

脈
上
は
全
く
不
要
な
發
言
に

思
わ
れ
る
。

（
105
） 

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
と
い
う
名
は
、
彼
が
出
家
し
た
時
に
僧
か
ら
授
け
ら
れ
た
名
で
は
な
い
。
出
生
時
に
親
が
名
付
け
た
本
名
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、『
婆
藪
槃
豆
傳
』
の
記
錄
か
ら
も
明
瞭
で
あ
る
が
、さ
ら
に
ま
た
、神
泰
『
俱
舍
論
疏
』
卷
一
（
續
一
・
八
三
・
三
・
二
七
七
裏
上
〜
下
）

に
よ
れ
ば
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
ヴ
ァ
ス
は
ヴ
ァ
ス
デ
ー
ヴ
ァ
神
（Vasudeva
）
を
意
味
し
、
父
母
が
「
婆
藪
天
廟
」
す
な
わ
ち
ヴ
ァ
ス
デ
ー



眞諦の活動と著作の基本的特徵

83

ヴ
ァ
神
の
祠
廟
に
お
參
り
し
た
こ
と
に
よ
り
子
を
授
か
っ
た
の
に
因
ん
だ
名
前
で
あ
る
と
說
明
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
こ
の
よ
う
に
出
家

後
に
本
名
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
例
は
實
は
相
當
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
（Śāriputra

）
な
ど
「
〜
の
息
子
（putra

）」
と

い
う
形
式
の
名
は
母
名
に
基
づ
く
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
ま
た
グ
ナ
ヴ
ァ
ル
マ
ン（G

uṇavarm
an

）の
よ
う
に「
〜
ヴ
ァ
ル
マ
ン（varm

an 

鎧
）」

と
い
う
形
式
の
名
は
ク
シ
ャ
ト
リ
ア
出
身
者
で
あ
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
僧
に
限
ら
ず
世
俗
の
王
に
同
名
の
者
が
存
在
す
る
場
合
も
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
鳩
摩
羅
什
傳
に
よ
れ
ば
、
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ
（K
um

ārajīva

）
と
い
う
名
は
父
名
ク
マ
ー
ラ
ヤ
ー
ナ
（K

um
ārayāna

）
と
母

名
ジ
ー
ヴ
ァ
ー
（Jīvā

）
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て
は
名
前
に
出
生
に
關
す
る
事

が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
そ

う
し
た
世
俗
的
因
緣
を
背
景
と
す
る
名
を
、
出
家
し
て
サ
ン
ガ
に
入
っ
た
時
に
、
初
め
て
僧
が
授
け
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
106
） 

前
注
（
44
）Takakusu, “The Life of Vasu-bandhu by Param

ārtha (A
.D

. 499-569),” p. 293. 

更
に
い
え
ば
、
高
楠
說
は
正
字
體
に
お
け
る

臺
（
臺
城
）
と
台
（
台
州
）
の
區
別
を
無
視
し
て
い
る
點
で
も
誤
り
で
あ
る
。
一
方
、Frauw

allner, O
n the D

ate of . . ., p.  18 

は
高
楠
譯
の

當
否
を
云
々
し
て
い
な
い
が
、
自
ら
の
英
譯
を
示
し
、
臺
城
を “the city of T’ai (N

anking)” 

と
比

的
正
確
に
理
解
し
て
い
る
。

（
107
） 

臺
城
を
め
ぐ
る
古
典
的
考
證
と
し
て
次
を
參
照
。
朱
偰
『
金
陵
古
蹟
圖
考
』、
上
海
・
商
務
印
書
館
、
一
九
三
六
年
、
一
〇
八
〜
一
一
六
頁
。

（
108
） 『
婆
藪
槃
豆
傳
』
跋

を
書
い
た
人
物
が
眞
諦
の
弟
子
で
あ
っ
た
こ
と
を
傍
證
す
る
一
つ
の
表
現
と
し
て
「
三
藏
闍
梨
」
が
あ
る
。
眞
諦
の
說

と
し
て
先
に
言
及
し
た
『
涅
槃
經
本
有
今
無
偈
論
』
の
末
尾
に
「
三
藏
闍
梨
、
旨
を
解
し
て
云
わ
く
」
云
々
と
あ
る
こ
と
（
大
正

二
六
・
二
八
二
下
）
や
、
眞
諦
譯
『
廣
義
法
門
經
』
の
跋

に
「
此
の
經
は
中
阿
含
の
一
品
よ
り
出
づ
。
陳
の
天
嘉
四
年
（
五
六
三
）、
歲
、

癸
未
に
次
る
の
十
一
月
十
日
、
廣
州
の
制
旨
寺
に
於
い
て
眞
諦
三
藏
闍
梨
に
請
い
て
譯
を
爲
す
」（
大
正
一
・
九
二
二
上
）
と
あ
る
こ
と
を
考

慮
す
る
と
、「
三
藏
闍
梨
」
は
眞
諦
の
直
弟
子
な
い
し
そ
れ
に
準
ず
る
近
し
い
關
係
の
者
た
ち
の
閒
で
行
わ
れ
て
い
た
呼
稱
で
あ
っ
た
可
能
性

が
あ
る
。

（
109
） 

前
注
（
4
）
宇
井
伯
壽
「
眞
諦
三
藏
傳
の
硏
究
」、
一
〇
〇
頁
。

（
110
） 

傳
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
漢
譯

獻
の
す
べ
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
主
要
な
い
く
つ
か
の

獻
を
純
然
た
る
翻
譯
と
は
見
な
し
難
い
こ
と

に
つ
い
て
は
次
を
參
照
。
拙
稿
「
佛
典
漢
譯
史
要
略
」、『
新
ア
ジ
ア
佛
敎
史
06　

中
國 

I　

南
北
朝　

佛
敎
の
東
傳
と
受
容
』、佼
成
出
版
社
、

二
〇
一
〇
年
、
二
七
三
頁
。
拙
稿
「
六
朝
佛
典
の
翻
譯
と
編
輯
に
見
る
中
國
化
の
問
題
」、『
東
方
學
報
』
京
都
八
〇
、二
〇
〇
七
年
、
八
頁
。
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（
111
） 

前
注
（
2
）
高
崎
直
道
「
眞
諦
三
藏
の
譯
經
」、
一
一
二
三
頁
。

（
112
） 『
大
智
度
論
』
卷
三
〇
「
尊
重
者
、
知
一
切
衆
生
中
德
無
過
上
、
故
言
尊
、
敬
畏
之
心
過
於
父
母
師
長
君
王
利
益
重
故
、
故
言
重
。
恭
敬
者
、

謙
遜
畏
難
、
故
言
恭
、
推
其
智
德
、
故
言
敬
。
讚
歎
者
、
美
其
功
德
爲
讚
、
讚
之
不
足
、
又
稱
揚
之
、
故
言
歎
」（
大
正
二
五
・
二
七
七
上
）。

訓
讀
「「
尊
重
」
な
る
者
は
、
一
切
の
衆
生
中
、
德
は
過
ぎ
上
る
こ
と
無
け
れ
ば
、
故
に
「
尊
」
と
言
い
、
敬
畏
の
心
、
父
母
・
師
長
・
君
王

を
過
ぎ
、
利
益
重
き
が
故
に
、
故
に
「
重
」
と
言
う
。「
恭
敬
」
な
る
者
は
、
謙
遜
し
て
難
き
を
畏
れ
れ
ば
、
故
に
「
恭
」
と
言
い
、
其
の
智

德
を
推
せ
ば
、
故
に
「
敬
」
と
言
う
。「
讚
歎
」
な
る
者
は
、
其
の
功
德
を
美
わ
し
を
す
る
を
「
讚
」
と
爲
し
、
之
れ
を
讚
ず
る
も
足
ら
ず
、

又
た
稱
え
て
之
れ
を
揚
げ
れ
ば
、
故
に
「
歎
」
と
言
う
」。
こ
こ
に
は
、「
尊
重
」
を
「
尊
」
と
「
重
」
に
、「
恭
敬
」
を
「
恭
」
と
「
敬
」
に
、

「
讚
歎
」
を
「
讚
」
と
「
歎
」
に
分
解
す
る
說
明
が
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
。
以
上
の
箇
所
に
つ
い
て
『
大
智
度
論
』
の
佛
譯
者
ラ
モ
ッ
ト

は
、「
尊
重
」「
恭
敬
」「
讚
歎
」「
讚
歎
」
の
原
語
と
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
順
に satkāra, gurukāra, varṇana 

を
想
定
し
た
。
そ
し
て
特
に
「
讚
歎
」

に
注
を
付
し
て
、
そ
れ
を
「
讚
」
と
「
歎
」
に
分
解
す
る
こ
と
が
中
國
語
に
基
づ
く
注
解
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。Lam

otte, Éti-

enne, Le traité de la grande vertu de sagesse de N
āgārjuna (M

ahāprajñāpāram
itāśāstra), Tom

e IV, Louvain: Institut O
rientaliste, 

1976, p. 1934 n. 1. 

以
上
は
ま
さ
に
卓
見
と
言
う
ほ
か
な
い
が
、
た
だ
、
細
か
い
點
を
あ
げ
つ
ら
う
な
ら
ば
、
ラ
モ
ッ
ト
の
原
語
想
定
に
は

若
干
の
訂
正
を
要
す
る
。
問
題
は varṇana
で
あ
る
。
以
下
に
こ
の
點
を
說
明
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
當
該
箇
所
は
鳩
摩
羅
什
譯
『
摩
訶

般
若
波
羅
蜜
經
』
卷
一
・
序
品
の
次
の
一
節
に
對
す
る
注
釋
で
あ
る
。

 

「
欲
以
諸
善
根
供
養
諸
佛
、
恭
敬
・
尊
重
・
讚
歎
隨
意
成
就
、
當
學
般
若
波
羅
蜜
」（
大
正
八
・
二
一
九
中
二
一
〜
二
三
行
）。

 

こ
の
箇
所
に
對
應
す
る
梵
語

は
、
鳩
摩
羅
什
譯
と
や
や
異
な
る
が
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

 
punar aparaṃ

 Śāriputra bodhisattvena m
ahāsattvena yaiḥ yaiḥ kuśalam

ūlair ākaṅkṣati tathāgatān arhataḥ sam
yaksaṃ

buddhān 

satkartuṃ
 gurukartuṃ

 m
ānayaituṃ

 pūjayituṃ
 tāni tāni m

e kuśalam
ūlāni sam

ṛddhyantām
 iti bodhisattvena m

ahāsattvena 

prajñāpāram
itāyāṃ

 śikṣitavyam
. ( P

añcaviṃ
śatisāhasrikā prajñāpāram

itā I-1, ed. Takayasu K
im

ura, Tokyo: Sankibo B
usshorin, 

2007, p. 32, ll. 24-27) 

 

以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
恭
敬
」「
尊
重
」「
讚
歎
」
に
相
當
す
る
梵
語
は
、
恐
ら
く
は satkartum

,  gurukartum
, m

ānayaitum
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と
い
う
三
つ
の
不
定
詞
で
あ
り
、
前
二
者
に
つ
い
て
は
語
形
の
相
違
を
考
慮
す
れ
ば
ラ
モ
ッ
ト
の
想
定
は
正
し
か
っ
た
と
言
え
る
が
、
第
三

の
要
素
で
あ
る
「
讚
歎
」
の
原
語
を varṇana 

と
す
る
點
は
恐
ら
く
誤
り
で
あ
る
。
語
形
を
前
二
者
のsatkāra

とgurukāra

に
敢
え
て
合
わ

せ
る
な
ら
ば
、varṇana

で
は
な
くm

ānanā

を
想
定
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
う
で
あ
る
と
は
言
え
、「
恭
敬
（pūjayitum

/pūjā

）」「
尊
重
」

「
讚
歎
」
に
對
應
す
る
語
が
梵
語
で
そ
れ
ぞ
れ
一
語
で
あ
る
點
は
、
正
に
ラ
モ
ッ
ト
が
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
を
注
釋

す
る
『
大
智
度
論
』
の
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
を
一
字
ご
と
に
分
解
し
て
解
說
を
施
す
と
い
う
方
法
は
、
イ
ン
ド
語

獻
で
は
不
可
能
な
語
釋
で

あ
る
。
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
當
該
箇
所
は
、
鳩
摩
羅
什
が
弟
子
た
ち
に
漢
語
を
基
に
注
釋
し
た
內
容
が
影

を
與
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
113
） 

更
に
、圓
測
（『
解
深
密
經
疏
』『
仁
王
經
疏
』）
そ
の
他
の
唐
代
諸
論
師
が
時
に
引
用
す
る
「
長
耳
三
藏
」
と
い
う
イ
ン
ド
僧
の
敎
說
に
も
、「
如

是
我
聞
」
の
「
如
是
」（evam

）
を
「
如
」
と
「
是
」
と
に
分
解
す
る
經
典
解
說
法
や
、
中
國
佛
敎
特
有
の
修
行
階
位
說
へ
の
言
及
な
ど
が

確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
檢
討
す
べ
き
項
目
を
①
〜
⑥
に
分
け
て
、
各
ポ
イ
ン
ト
の
み
を
簡
潔
に
記
し
て
お
き
た
い
。

 

①
「
如
是
我
聞
」
に
關
す
る
長
耳
三
藏
の
注
釋
斷
片
は
、
唐
・
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
一
（
續
一
・
三
四
・
四
・
三
〇
一
表
上
）、
圓
測
『
仁

王
經
疏
』
卷
上
本
（
大
正
三
三
・
三
六
二
中
）、
基
（
窺
基
）『
妙
法
蓮
華
經
玄
贊
』
卷
一
末
（
大
正
三
四
・
六
六
三
上
）、
基
『
說
無
垢
稱
經
疏
』

卷
一
末
（
大
正
三
八
・
一
〇
〇
三
中
）、法
藏
『
華
嚴
經
探
玄
記
』
卷
二
（
大
正
三
五
・
一
二
六
中
〜
下
）
等
に
見
え
る
。
な
お
同
じ

脈
で
「
一

時
」
の
注
釋
斷
片
も
存
在
す
る
が
、
そ
の
箇
所
は
省
略
す
る
。

 

②
中
國
特
有
の
修
行
階
位
說
で
あ
る
「
三
十
心
」
に
言
及
す
る
長
耳
三
藏
の
注
釋
斷
片
は
、
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
五
（
續
一
・

三
四
・
五
・
四
一
七
表
下
）、
圓
測
『
仁
王
經
疏
』
卷
中
本
（
大
正
三
三
・
三
八
七
上
）、
唐
・
法
崇
『
佛
頂
尊
勝
陀
羅
尼
經
敎
跡
義
記
』
卷
下
（
大

正
三
九
・
一
〇
三
六
中
）、
良
賁
『
仁
王
護
國
般
若
波
羅
蜜
多
經
』
卷
中
一
（
大
正
三
三
・
四
六
五
上
）
等
に
見
え
る
。

 

③
更
に
「
尙
統
師
」
と
長
耳
三
藏
の
對
話
の
樣
子
が
湛
然
『
維
摩
經
略
疏
』
卷
二
（
大
正
三
八
・
五
八
三
中
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。

 

④
こ
れ
ら
の
箇
所
に
お
い
て
、
長
耳
三
藏
が
誰
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
湛
然
『
維
摩
經
略
疏
』
卷
二
（
大
正
三
八
・
五
八
三
中
五
）
が

「
尙
統
師
」
す
な
わ
ち
法
上
（
四
九
五
〜
五
八
〇
、
ま
た
「
高
齊
尙
統
師
」〔
大
正
八
五
・
五
一
四
中
四
〜
五
〕
と
も
。「
尙
」
と
「
上
」
は
音

通
す
る
）
と
「
長
耳
三
藏
」
の
や
り
取
り
を
記
す
點
と
、
耳
が
長
大
で
あ
る
と
い
う
身
體
的
特
徵
（
大
正
五
〇
・
四
三
三
上
一
七
〜
二
〇
行
、

大
正
五
五
・
三
六
五
中
一
一
〜
一
三
行
）
か
ら
、
北
齊
で
昭
玄
統
を
つ
と
め
た
那
連
提
耶
舍
（
ま
た
那
連
提
黎
耶
舍
と
も
表
記
。
大
正
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四
九
・
八
七
下
三
〜
四
行
、
一
〇
二
下
二
〇
〜
二
一
行
）
す
な
わ
ち
ナ
レ
ー
ン
ド
ラ
ヤ
シ
ャ
ス
（
四
九
〇
〜
五
八
九
）
で
あ
る
と
同
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
昭
玄
統
に
つ
い
て
は
次
を
參
照
。
山
崎
宏
『
支
那
中
世
佛
敎
の
展
開
』、
淸
水
書
店
、
一
九
四
二
年
、
五
二
一
頁
。

 
⑤
長
耳
と
は
ナ
レ
ー
ン
ド
ラ
ヤ
シ
ャ
ス
で
あ
る
と
明
言
す
る

獻
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。
唐
・
栖
復
『
法
華
經
玄
贊
要
集
』
卷
七
「
言
「
長

耳
」
等
者
、
梵
云
那
連
提
黎
耶
舍
、
隨
言
尊
（
１
）、
北
印
度
烏
長
國
人
也
。
形
貌
環
奇
、
頂
如
肉
髻
、
耳
長
而
聳
、
目
正
處
中
、
有
異
常
倫
、

特
爲
殊
相
。
北
齊
時
、
遊
化
至
齊
、
未
久
遇
周
武
帝
滅
法
、
避
難
潛
遊
、
大
隨
（
２
）
御
宇
、
重
興
三
寶
、
降
詔
書
請
來
弘
譯
。
年
一
百
歲
。

住
大
興
善
寺
也
」（
續
一
・
五
三
・
四
・
三
二
六
裏
上
）。　
〔
注
記
〕（
１
）「
隨
言
尊
」
は
正
し
く
は
「
隋
言
尊
稱
」
で
あ
ろ
う
。
同
樣
に
（
２
）「
大
隨
」

は
「
大
隋
」
で
あ
ろ
う
。

 

⑥
更
に
ま
た
、
後
代
の
情
報
で
あ
る
が
、
江
戶
時
代
十
八
世
紀
の
天
台
學
僧
、
守
篤
本
純
が
長
耳
三
藏
を
那
連
提
黎
耶
舍
と
同
定
し
て
い
る

こ
と
が
次
の
論

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
山
口
弘
江
「『
維
摩
經

疏
』
所
引
の
「
普
集
經
」
に
つ
い
て
」、『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
五
三
│

一
、二
〇
〇
四
年
、
一
一
六
〜
一
二
三
頁
。

（
114
） 

中
國
成
立
の
敎
義
や
經
論
を
利
用
す
る
傾
向
が
北
魏
・
菩
提
流
支
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
次
を
參
照
。
大
竹
晉
「『
金
剛

仙
論
』
の
成
立
問
題
」、『
佛
敎
史
學
硏
究
』
四
四
│
一
、二
〇
〇
一
年
、
六
五
〜
六
八
頁
。

（
115
） 

外
國
の
「
義
疏
」
二
卷
が
何
か
は
興
味
深
い
が
、
確
か
な
情
報
を
缺
く
。
こ
の
點
に
關
す
る
新
解
釋
と
し
て
本
書
に
收
め
る
大
竹
晉
「
眞
諦

譯
の
瞿
波
『
大
乘
唯
識
論
義
疏
』（
散
逸
）
を
め
ぐ
っ
て
」
を
參
照
。
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眞
諦
關
與

獻
の
用
語
と
語
法
―
Ｎ
Ｇ
Ｓ
Ｍ
に
よ
る
比

分
析

石　

井　

公　

成

は
じ
め
に

　

眞
諦
に
は
多
く
の
注
釋
が
あ
っ
た
と
傳
え
ら
れ
、
實
際
、
中
國
・
朝
鮮
・
日
本
の
佛
敎

獻
の
中
に
は
し
ば
し
ば
そ
の
引
用
が
見

ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
佚

を
資
料
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
忠
實
な
引
用
な
の
か
、
引
用
者
の
言
葉
に
よ
る

取
意
の

な
の
か
、
ま
た
、
引
用
さ
れ
た
注
釋
は
い
つ
頃
成
立
し
た
の
か
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
の
判
斷
基
準
の
一
つ

は
、
時
代
順
、
お
よ
び

獻
の
系
統
ご
と
に
分
類
さ
れ
た
眞
諦
の
譯
語
集
で
あ
ろ
う
。
譯
語
集
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
術
語
だ
け
で

な
く
、「
於
」「
以
」「
則
」
な
ど
の
虛
詞
の
使
い
方
を
初
め
と
す
る
語
法
の
違
い
も

羅
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　

筆
者
は
、『
佛
性
論
』
硏
究
に
關
す
る
高
崎
直
道
の
提
言
、
す
な
わ
ち
、「
今
後
に
期
待
さ
れ
る
の
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
利
用
に
よ

る
眞
諦
譯
書
の
用
語
檢
索
な
ど
に
よ
る
再
檢
討
で
あ
る）

1
（

」
を
實
現
す
べ
く
、
Ｎ
Ｇ
Ｓ
Ｍ
（N

-G
ram

 based System
 for M

ultiple 

docum
ent com

parison and analys

）
2
（is

）
を
用
い
、
眞
諦
譯
と
傳
え
ら
れ
る

獻
特
有
の
術
語
と
語
法
を
抽
出
し
て
み
た
。
な
お
、
眞

諦
譯
と
さ
れ
る

獻
は
、
譯
出
時
の
說
明
な
ど
を
含
む
ば
か
り
か
、
眞
諦
自
身
の
著
作
な
い
し
講
義
錄
と
推
定
さ
れ
る
よ
う
な
性
格

の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
た
め
、
以
下
で
は
、「
眞
諦
譯
書
」
で
は
な
く
、「
眞
諦
が
關
與
し
た

獻
」
の
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意
味
で
「
眞
諦

獻
」
と
表
記
す
る
。

　

Ｎ
Ｇ
Ｓ
Ｍ
に
よ
る
作
業
の
結
果
、（
一
）
眞
諦
の
著
作
な
い
し
講
義
錄
と
推
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、『
隨
相
論）

3
（

』
と
『
十
八

空
論）

4
（

』
と
『
顯
識
論）

5
（

』
は
表
現
が
良
く
似
て
お
り
、
と
り
わ
け
『
隨
相
論
』
と
『
十
八
空
論
』
は
極
似
し
て
い
る
た
め
、
同
じ
人
物

が
漢

を
書
い
た
ら
し
い
こ
と
、（
二
）
眞
諦

獻
は
、
慧
愷
が
筆
受
と
し
て
飜
譯
に
加
わ
る
以
前
と
以
後
で
譯
語
の
違
い
が
大
き

い
こ
と
、（
三
）
譯
者
不
明
と
さ
れ
て
き
た
正
量
部

獻
の
『
三
彌
底
部
論
』
は
、眞
諦

獻
の
一
つ
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
、（
四
）『
佛

性
論
』
は
眞
諦

獻
特
有
の
表
現
を
多
く
用
い
て
い
る
も
の
の
、『
起
信
論
』
と
の
術
語
・
語
法
の
類
似
を
初
め
と
し
て
特
異
な
面

も
見
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
報
吿
し
、
今
後
の
詳
細
な
硏
究
の
た
め
の
足
が
か

り
と
し
た
い
。

一　

Ｎ
Ｇ
Ｓ
Ｍ
に
よ
る
比

分
析
の
手
順

　

比

分
析
に
當
た
っ
て
は
、眞
諦
譯
で
な
い
こ
と
が
通
說
と
な
っ
て
い
る
『
十
八
部
論）

6
（

』
と
『
遺
敎
經
論）

7
（

』
は
除
外
し
た
。
近
年
、

金
剛
寺
所
藏
一
切
經
中
か
ら
發
見
さ
れ
た
『
佛
說
四
諦
經
』
に
つ
い
て
は
、
今
西
順
吉
が
、
そ
の
注
釋
で
あ
る
『
四
諦
論
』
を
眞
諦

が
譯
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、「
僧
伽
藍
」「
八
分
聖
道
」
な
ど
の
譯
語
の
共
通
性
か
ら
見
て
眞
諦
譯
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し

て
い
る）

8
（

た
め
、
眞
諦

獻
と
し
て
扱
っ
た
。

　

處
理
の
手
順
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
比

し
た
一
覽
表
を
作
成
す
る
と
フ
ァ
イ
ル
が
巨
大
に
な
り
す
ぎ
る
た
め
、
い
く
つ

か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
た
。
ま
ず
、純
然
た
る
譯
書
で
は
な
く
、眞
諦
自
身
の
著
作
な
い
し
講
義
錄
と
す
る
說
が
あ
る
『
隨
相
論
』『
顯

識
論
』『
十
八
空
論
』『
涅
槃
經
本
有
今
無
偈
論）

9
（

』『
婆
數
槃
豆
法
師
傳）

10
（

』『
無
上
依
經）

11
（

』
を
ひ
と
ま
と
め
と
し
、Ａ
グ
ル
ー
プ
と
し
た
。

筆
受
を
勤
め
る
な
ど
慧
愷
が
關
與
し
て
い
た
こ
と
が
「
序
」
か
ら
知
ら
れ
る
『
大
乘
唯
識
論
』『
攝
大
乘
論
』『
攝
大
乘
論
釋
』『
俱
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舍
釋
論
』『
律
二
十
二
明
了
論
』
に
つ
い
て
は
、Ｂ
グ
ル
ー
プ
と
し
た）

12
（

。
そ
の
う
え
で
、グ
ル
ー
プ
ご
と
に 

Ｎ
Ｇ
Ｓ
Ｍ
處
理
を
行
な
い
、

複
數
の

獻
に
用
例
が
見
え
る
表
現
を
抽
出
し
た
。
處
理
に
當
た
っ
て
は
、
大
正
藏
に
お
け
る
句
讀
の
切
り
方
の
不
統
一
を
考
慮
し

て
句
點
を
省
い
た
形
で
行
な
い
、
扱
う

字
列
は
二
字
か
ら
六
字
ま
で
の
範
圍
と
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
て
抽
出
さ
れ
た
も
の
の

う
ち
、
特
徵
あ
る
表
現
に
つ
い
て
、
眞
諦

獻
全
體
を
檢
索
し
、
さ
ら
に
は 

Ｓ
Ａ
Ｔ
お
よ
び
Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
を
用
い
て
大
正
藏
お
よ

び
續
藏
（
電
子
化
部
分
）
を
檢
索
し
た
。
Ｓ
Ａ
Ｔ
と
Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
の
デ
ー
タ
は
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
嚴
密
を
期
す
る
た
め

に
は
兩
方
で
檢
索
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
Ａ
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
、
二
字
か
ら
六
字
ま
で
で
本

を
切
り
と
っ
て
い
く
形
で
の
Ｎ
Ｇ
Ｓ
Ｍ
處
理
結
果
は
以
下
の
よ
う

な
形
と
な
る
。「
隨
」
は
『
隨
相
論
』、「
顯
」
は
『
顯
識
論
』、「
十
」
は
『
十
八
空
論
』、「
本
」
は
『
本
有
今
無
偈
論
』、「
婆
」
は
『
婆

數
槃
豆
法
師
傳
』、「
無
」
は
『
三
無
性
論
』
の
略
號
で
あ
る
。

　
　

我
既　
　
　
　
　
（
隨
：
4　

顯
：
0　

十
：
2　

本
：
0　

婆
：
1　

無
：
0
）

　
　

我
既
是　
　
　
　
（
隨
：
1　

顯
：
0　

十
：
1　

本
：
0　

婆
：
0　

無
：
0
）

　
　

我
既
是
常　
　
　
（
隨
：
1　

顯
：
0　

十
：
1　

本
：
0　

婆
：
0　

無
：
0
）

　
　

我
既
是
常
如　
　
（
隨
：
1　

顯
：
0　

十
：
0　

本
：
0　

婆
：
0　

無
：
0
）

　
　

我
既
是
常
如
刀　
（
隨
：
1　

顯
：
0　

十
：
0　

本
：
0　

婆
：
0　

無
：
0
）

　

す
な
わ
ち
、「
我
既
」
と
い
う
表
現
は
、『
隨
相
論
』
に
四
回
、『
十
八
空
論
』
に
二
回
、『
婆
數
槃
豆
法
師
傳
』
に
一
回
見
え
て
お

り
、「
我
既
是
」「
我
既
是
常
」
と
な
る
と
『
隨
相
論
』
と
『
十
八
空
論
』
に
一
回
づ
つ
見
え
る
の
み
、「
我
既
是
常
如
」「
我
既
是
常

如
刀
」
と
な
る
と
『
隨
相
論
』
の
一
例
の
み
に
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、「
我
既
是
」
と
い
う
表
現
を
眞
諦

獻
に
つ
い
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て
檢
索
す
る
と
、『
隨
相
論
』
と
『
俱
舍
釋
論
』
は
「
我
既
是
〜
」、『
十
八
空
論
』
は
「
〜
我
。
既
是
」
と
い
う
違
い
が
あ
る
も
の
の
、

「
我
」「
既
」「
是
」
と
い
う
三
字
が
連
續
す
る

字
列
が
登
場
す
る
の
は
、『
隨
相
論
』『
十
八
空
論
』『
俱
舍
釋
論
』
の
み
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。
更
に
、Ｓ
Ａ
Ｔ 

お
よ
び 

Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
に
よ
っ
て
句
點
拔
き
で
「
我
既
是
」
を
大
正
藏
と
續
藏
に
つ
い
て
檢
索
す
る
と
、

眞
諦
以
前
で
は
北
凉
・
曇
無
讖
譯
『
大
集
經
』
一
例
と
梁
・
寶
亮
等
集
『
涅
槃
經
集
解
』
一
例
が
あ
る
だ
け
で
、
眞
諦
以
後
で
も
、

經
論
と
し
て
は
唐
・
玄
奘
譯
『
大
乘
廣
百
論
釋
論
』
の
一
例
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
南
北
朝
の

獻
は
僅
か
し
か
殘
っ

て
い
な
い
が
、
隋
唐
の
中
國

獻
に
し
て
も
、
灌
頂
『
大
般
涅
槃
經
疏
』
の
三
例
を
除
け
ば
、
吉
藏
・
法
寶
・
窺
基
・
神
泰
・
智
周

な
ど
に
そ
れ
ぞ
れ
一
例
づ
つ
見
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
た
め
、「
無
我
」
や
『
涅
槃
經
』
の
「
常
樂
我
淨
」
な
ど
を
め
ぐ
る
議

論
が
盛
ん
で
あ
っ
た
南
北
朝
や
隋
唐
に
お
い
て
も
、「
我
（ 

。）
既
是
」
と
い
う
表
現
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
三
部
に
お

い
て
用
い
て
い
る
眞
諦

獻
は
や
や
特
殊
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
も
、「
卽
起
常
見
。
我
既
是
常
」（
大
正
三
二
・
一
六
六
下
）
と
あ
る
『
隨
相
論
』
と
「
是
常
我
。
既
是
常
故
」
と
あ
る
『
十
八

空
論
』（
大
正
三
一
・
八
六
六
上
）
は
、「
我
（ 
。）
既
是
常
」
と
い
う
四
字
ま
で
が
一
致
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、「
既
是
常
」
と
い
う

表
現
を
檢
索
し
て
み
る
と
、『
隨
相
論
』
と
『
十
八
空
論
』
以
外
の
經
論
と
し
て
は
、
先
の
場
合
と
同
樣
、
玄
奘
譯
『
大
乘
廣
百
論

釋
論
』
で
し
か
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
眞
諦
に
先
行
す
る

獻
で
は
『
涅
槃
經
集
解
』
に
三
例
見
え
て
い
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も

「
我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）」
に
關
す
る
議
論
の
箇
所
で
は
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、『
隨
相
論
』
と
『
十
八
空
論
』
と
は
他
に
も
同
じ

表
現
を
用
い
て
い
る
箇
所
が
き
わ
め
て
多
く
、
ま
た
『
顯
識
論
』
も
そ
れ
に
準
ず
る
類
似
が
見
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
三
部
に
つ
い
て

は
、
作
成
に
あ
た
っ
て
同
じ
人
物
が
重
要
な
役

を
果
た
し
て
い
た
可
能
性
が
强
い
。

　

次
に
Ｂ
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
も
同
樣
の
Ｎ
Ｇ
Ｓ
Ｍ
處
理
と
檢
索
を
行
な
っ
た
。
す
る
と
、
Ｂ
グ
ル
ー
プ
に
複
數
見
ら
れ
る
表
現
の

う
ち
、
特
徵
有
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
他
の
眞
諦
譯
書
に
は
見
え
な
い
場
合
が
多
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
我
々

が
眞
諦
譯
の
特
徵
と
考
え
て
い
る
術
語
の
多
く
は
、
慧
愷
が
關
わ
っ
て
い
た

獻
に
見
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
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例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
以
下
の 

Ｎ
Ｇ
Ｓ
Ｍ
處
理
結
果
の
う
ち
、「
律
」
は
『
律
二
十
二
明
了
論
』、「
唯
」
は
『
大
乘
唯
識
論
』、「
俱
」

は
『
俱
舍
釋
論
』、「
攝
」
は
『
攝
大
乘
論
』、「
釋
」
は
『
攝
大
乘
論
釋
』
の
略
で
あ
る
。

制
入　
（
律
：
1　

唯
：
0　

俱
：
13　

攝
：
1　

釋
：
4
）

　

こ
の
結
果
か
ら
、「
制
入
」
を
Ｓ
Ａ
Ｔ
お
よ
び
Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
で
檢
索
す
る
と
、
先
行
す
る
の
は
西
晉
・
竺
法
護
譯
『
修
行
道
地
經
』、

蕭
齊
・
僧
伽
跋
陀
羅
譯
『
善
見
律
毘
婆
沙
』
各
一
例
の
み
で
あ
っ
て
、
經
論
と
中
國

獻
を
含
め
、
唐
代
以
前
で
は
他
に
は
『
律

二
十
二
明
了
論
』『
俱
舍
釋
論
』『
攝
大
乘
論
』『
攝
大
乘
論
釋
』
し
か
用
い
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
の
處
理

結
果
に
見
え
る
通
り
で
あ
っ
て
、
慧
愷
が
關
與
し
た
四
部
の
眞
諦

獻
だ
け
が
「
制
入
」
の
語
を
用
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
術
語
以
外
の
表
現
に
つ
い
て
も
同
樣
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

功
用
不
（
律
：
0　

唯
：
1　

俱
：
1　

攝
：
2　

釋
：
4
）

と
あ
る
た
め
、「
功
用
不
」
と
い
う

字
列
を
Ｓ
Ａ
Ｔ
と
Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
で
檢
索
す
る
と
、
先
行
す
る
の
は
羅
什
譯
『
仁
王
經
』、
高
齊
・

那
連
提
耶
舍
譯
『
月
燈
三
昧
經
』、
元
魏
・
菩
提
流
支
譯
『
金
剛
仙
論
』、
梁
・
法
雲
『
法
華
義
記
』、
失
譯
の
『
度
諸
佛
境
界
智
光

嚴
經
』
が
各
一
例
あ
る
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
を
除
い
た
隋
代
以
前
の
例
は
、
上
記
の
處
理
結
果
に
見
ら
れ
る
も
の
の
み
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、「
功
用
不
〜
」
と
い
う
言
い
回
し
は
、眞
諦

獻
中
で
は
、慧
愷
が
關
わ
っ
た
『
大
乘
唯
識
論
』『
俱
舍
釋
論
』『
攝
大
乘
論
』

『
攝
大
乘
論
釋
』
だ
け
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
眞
諦
以
後
で
は
智
顗
や
吉
藏
の
著
作
に
見
え
て
お
り
、
ま
た
玄
奘
譯
で
も
用
い
ら

れ
て
い
る
た
め
、
特
に
珍
し
い
表
現
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
慧
愷
が
關
わ
っ
た

獻
と
そ
う
で
な
い

獻
と
に
は
表
現
面
で
の
違
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い
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
「
功
用
不
」
に
つ
い
て
は
、
樣
々
な
先
行
例
が
あ
る
た
め
、
菩
提
流
支
譯
の
影

を
考
え
る
必
要
は
な
い
が
、
慧
愷
は
陳
の
天
嘉

四
年
（
五
六
三
）
に
譯
さ
れ
た
『
大
乘
唯
識
論
』
の
「
序
」
で
は
「
菩
提
留
支
法
師
、先
於
北
翻
出
唯
識
論
」（
大
正
三
一
・
七
三
下
）

と
述
べ
て
お
り
、
菩
提
留
支
を
含
む
北
地
の
譯
經
も
あ
る
程
度
は
目
に
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
慧
愷
や
そ
の
周
邊

の
人
物
が
漢
譯
に
參
加
し
た
り
、
講
義
を
筆
錄
・
編
集
し
た
り
し
た

獻
に
つ
い
て
は
、
菩
提
留
支
を
初
め
と
す
る
北
地
の
漢
譯
經

論
の
術
語
や
語
法
の
影

を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
眞
諦
が
『
寶
性
論
（R

atnagotravibhāga

）』
を
自
家
藥
籠
中
の
も
の
と
し

て
隨
處
で
活
用
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
眞
諦

獻
中
の
『
寶
性
論
』
利
用
箇
所
に
つ
い
て
は
、
梵
語
テ
キ
ス
ト
に
基

づ
い
て
眞
諦
が
譯
し
て
い
る
の
か
、
勒
那
摩
提
の
漢
譯
の
表
現
を
用
い
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
、
そ
の

獻
の
成
立
過
程
を
考
え
る

う
え
で
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
檢
索
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
、
譯
者
不
明
の
正
量
部

獻
、『
三
彌
底
部
論
』
の
用
例
も
ヒ
ッ
ト
す
る
場
合
が
し
ば
し

ば
見
受
け
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、
正
量
部

獻
と
さ
れ
る
『
立
世
阿
毘
曇
論
』
と
『
律
二
十
二
明
了
論
』
と
正
量
部
に
關
す
る
情
報

を
含
む
『
部
執
異
論
』
に
『
三
彌
底
部
論
』
を
加
え
、
さ
ら
に
眞
諦
が
最
も
重
視
し
て
い
た
と
傳
え
ら
れ
る
『
俱
舍
論
』
と
『
攝
大

乘
論
』
以
外
の
系
統
の

獻
と
し
て
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
派
の
注
釋
で
あ
る
『
金
七
十
論
』、
お
よ
び
眞
諦
特
有
の
表
現
を
多
く
含
む
『
隨

相
論
』
を
加
え
た
も
の
を
Ｃ
グ
ル
ー
プ
と
し
て
Ｎ
Ｇ
Ｓ
Ｍ
處
理
を
行
な
い
、
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
表
現
や
特
色
あ
る
表
現
を
眞
諦

獻
な
ら
び
に
大
正
藏
全
體
で
檢
索
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
後
述
す
る
よ
う
に
、『
三
彌
底
部
論
』
は
、『
立
世
阿
毘
曇
論
』『
律

二
十
二
明
了
論
』『
部
執
異
論
』
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
眞
諦

獻
と
も
表
現
が
類
似
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。

　
『
佛
性
論
』
に
つ
い
て
は
、『
起
信
論
』
と
共
通
す
る
表
現
が
目
立
っ
た
た
め
、
こ
の
兩
者
を
Ｄ
グ
ル
ー
プ
と
し
て
Ｎ
Ｇ
Ｓ
Ｍ
處
理

し
、
注
目
す
べ
き
共
通
表
現
を
抽
出
し
て
、
そ
れ
を
眞
諦

獻
全
體
、
お
よ
び
Ｓ
Ａ
Ｔ
・
Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
で
檢
索
し
た
。
ま
た
、『
佛

性
論
』
を
讀
み
進
め
て
注
目
す
べ
き
表
現
を
手
作
業
で
抽
出
し
、
そ
れ
を
眞
諦

獻
全
體
、
お
よ
び
Ｓ
Ａ
Ｔ
と
Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
で
檢
索
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し
た）

16
（

。
そ
の
結
果
、『
佛
性
論
』
は
眞
諦

獻
と
し
て
は
き
わ
め
て
特
異
な
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
他
と
は
異
な
る
成
立

過
程
を
有
す
る
ら
し
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。『
佛
性
論
』
は
、
眞
諦
の
他
の

獻
と
同
樣
に
『
寶
性
論
』
を
活
用
し
つ
つ
も
、

他
の

獻
と
違
っ
て
『
寶
性
論
』
が
煩
惱
と
自
性
淸
淨
心
が
不
離
で
あ
る
の
が
如
來
藏
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
い
る
部
分
を
除
い

て
引
用
し
、
も
っ
ぱ
ら
衆
生
の
自
性
淸
淨
心
の
み
を
强
調
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

17
（

が
、『
佛
性
論
』
の
そ
う
し
た
特
異

さ
は
、
用
語
・
語
法
面
の
特
異
さ
と
無
關
係
で
は
あ
る
ま
い
。

二　
『
隨
相
論
』『
十
八
空
論
』『
顯
識
論
』
の
筆
錄
者

　
『
隨
相
論
』『
十
八
空
論
』『
顯
識
論
』
は
、
表
現
が
き
わ
め
て
似
て
い
る
。
そ
れ
も
、
術
語
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
樣
々
な
表
現

ま
で
が
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
『
隨
相
論
』
と
『
十
八
空
論
』
は
極
似
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
離
煩
惱
卽
是
不
（
煩

惱
を
離
る
れ
ば
、
卽
ち
是
れ
〜
な
ら
ず
）」「
外
道
立
義
謂
（
外
道
、
義
を
立
て
て
…
…
と
謂
う
）」「
有
知
我
是
（
我
是
れ
〜
と
知
る

こ
と
有
り
）」
は
、
大
正
藏
中
で
こ
の
二
部
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。「
滅
此
二
種
（
此
の
二
種
を
滅
す
）」「
義
不
同
若
（
義
、
同
じ
か

ら
ず
。
若
し
〜
）」「
依
他
故
有
（
依
他
の
故
に
〜
有
り
）」「
離
根
塵
（
根
塵
を
離
る
）」「
具
足
三
德
（
三
德
を
具
足
す
）」「
無
體
卽

是
（
體
無
し
。
卽
ち
是
れ
）」「
所
以
名
此
（
所
以
に
此
を
名
づ
け
て
）」
な
ど
も
、
漢
譯
經
論
中
で
は
こ
の
二
部
に
見
え
る
の
み
で

あ
り
、
中
國
選
述

獻
に
は
用
例
が
あ
る
が
、
す
べ
て
眞
諦
以
後
で
あ
る
。「
道
理
故
名
（
〜
の
道
理
の
故
に
〜
と
名
づ
く
）」「
故

無
生
。
無
生
故
無
（
〜
故
に
無
生
な
り
。
無
生
な
る
が
故
に
無
〜
）」「
所
以
名
此
（
所
以
に
此
を
〜
と
名
づ
く
）」
な
ど
は
、
他
の

經
論
や
中
國
選
述

獻
に
も
多
少
見
え
て
い
る
も
の
の
、『
隨
相
論
』
と
『
十
八
空
論
』
に
見
え
る
用
例
が
最
も
早
い
。
ま
た
、「
貪

愛
顯
」
は
、『
隨
相
論
』
で
は
「
由
貪
愛
顯
現
（
貪
愛
に
由
り
て
顯
現
す
）」、『
十
八
空
論
』
は
「
以
破
貪
愛
顯
無
願
解
脫
門
（
貪
愛

を
破
す
る
を
以
て
、
無
願
解
脫
門
を
顯
す
）」
と
で
あ
っ
て

脈
が
異
な
る
も
の
の
、「
貪
愛
顯
」
と
い
う

字
列
は
、
大
正
藏
で
は
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こ
の
二
例
し
か
な
い
。「
有
知
我
是
」
も
同
樣
で
あ
る
。『
隨
相
論
』
は
「
豈
得
有
知
。
我
是
知
者
（
豈
に
知
有
る
を
得
ん
や
。
我
は

是
れ
知
る
者
な
り
）」、『
十
八
空
論
』
は
「
有
知
我
。
是
常
我
（
我
を
知
る
有
り
。
是
れ
常
我
な
り
）」
で
あ
っ
て

脈
が
異
な
る
も

の
の
、い
ず
れ
も
一
般
名
詞
と
し
て
の
「
我
」
で
な
く
、「
我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）」
を
め
ぐ
る
議
論
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
有
知
我
是
」

と
い
う

字
列
は
、
大
正
藏
で
は
こ
の
二
例
の
み
で
あ
る
。

　
「
若
無
第
（
若
し
第
〜
無
く
ん
ば
）」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
二
部
以
外
で
早
い
の
は
、『
俱
舍
釋
論
』『
攝
大
乘
論
釋
』
で
あ
っ
て
、

眞
諦
譯
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
次
ぐ
早
い
年
代
の
例
は
吉
藏
『
百
論
疏
』
で
あ
る
。「
不
更
還
（
更
に
還
た
〜
せ
ず
）」
も
、
こ

の
二
部
以
外
で
早
い
の
は
眞
諦
譯
の
『
俱
舍
釋
論
』
で
あ
り
、
後
は
唐
代
と
そ
れ
以
後
の
中
國

獻
三
部
に
し
か
見
え
な
い
。

　

先
行
例
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、「
生
法
非
法
（
法
と
非
法
を
生
む
）」
は
、
西
晉
・
竺
法
護
譯
『
佛
說
決
定
毘
尼
經
』
一
例
を

除
け
ば
、經
論
で
は
『
隨
相
論
』
と
『
十
八
空
論
』
に
し
か
登
場
せ
ず
、南
北
朝
・
隋
唐
の
中
國

獻
で
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。「
苦

諦
有
四
（
苦
諦
に
四
有
り
）」
も
、
北
凉
・
浮
陀
跋
摩
等
譯
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
一
例
を
除
け
ば
、
こ
の
二
部
が
最
も
早
く
、
他

の
用
例
は
唐
代
の
經
論
と
中
國

獻
に
限
ら
れ
る
。「
執
一
切
法
（
一
切
法
は
〜
と
執
す
）」
は
、
北
本
・
南
本
の
『
大
般
涅
槃
經
』

と
曇
無
讖
譯
『
大
方
廣
三
戒
經
』
と
い
う
先
行
例
を
除
け
ば
、經
論
で
は
こ
の
二
部
が
最
も
早
い
。「
塵
卽
是
（
塵
。
卽
ち
是
れ
）」
は
、

『
成
實
論
』
に
一
例
見
え
る
も
の
の
、
早
い
時
期
の
經
論
は
他
に
は
こ
の
二
部
の
み
で
あ
る
。「
則
永
不
（
則
ち
永
く
〜
せ
ず
）」
は
、

先
行
す
る
梁
・
寶
亮
等
集
『
涅
槃
經
集
解
』
と
梁
・
諸
大
法
師
集
『
慈
悲
道
場
懺
法
』
に
見
え
る
が
、
經
論
で
は
こ
の
二
部
の
み
で

あ
る
。「
故
知
只
是
一
（
故
に
只
だ
是
れ
一
〜
と
知
る
）」「
有
兩
義
一
（
兩
義
有
り
。
一
は
）」
は
、
と
も
に
梁
・
法
雲
『
法
華
義
記
』

に
一
例
あ
る
も
の
の
、
經
論
で
は
こ
の
二
部
の
み
に
し
か
見
え
な
い
。「
能
除
我
見
（
能
く
我
見
を
除
く
）」
は
、
梁
・
曼
陀
羅
仙
『
寶

雲
經
』
に
一
例
あ
る
が
、
經
論
で
は
こ
の
二
部
と
眞
諦
譯
『
廣
義
法
門
經
』
の
み
、「
客
塵
所
汚
（
客
塵
の
汚
す
所
）」
は
、
曇
無
讖

譯
『
大
集
經
』
一
例
を
除
い
て
は
、
こ
の
二
部
と
眞
諦
譯
『
部
執
異
論
』
に
登
場
す
る
の
み
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、『
隨
相
論
』
と
『
十
八
空
論
』
が
同
じ
人
物
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
同
じ
人
物
を
中
心
に
し
て
書
か
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れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、『
涅
槃
經
集
解
』『
法
華
義
記
』『
成
實
論
』
な
ど
と
の
一
致
が
時
に
見
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
人
物
は
、
當
然
の
こ
と
な
が
ら
、
江
南
の
成
實
涅
槃
學
に
通
じ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
『
隨
相
論
』
と
『
顯
識
論
』
の
類
似
も
注
目
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
感
未
來
果
（
未
來
の
果
を
感
ず
）」
は
、
大
正
藏
の
經
論
中

で
は
こ
の
二
部
に
見
え
る
の
み
で
あ
り
、
中
國

獻
で
も
吉
藏
『
中
觀
論
疏
』
一
例
以
外
は
、
唐
代
・
宋
代
の
三
例
し
か
な
い
。「
貪

愛
卽
（
貪
愛
、
卽
ち
）」
は
、
經
論
と
中
國

獻
の
用
例
の
中
で
は
、
こ
の
二
部
と
眞
諦
譯
『
四
諦
論
』
の
用
例
が
最
も
早
い
。「
是

自
性
義
（
是
れ
自
性
の
義
な
り
）」
は
、
こ
の
二
部
以
外
で
早
い
例
は
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
一
例
で
あ
り
、
こ
れ
に
次
ぐ
の
は
、

や
は
り
吉
藏
『
中
觀
論
疏
』
一
例
で
あ
る
。
眞
諦
譯
の
次
に
吉
藏
の
用
例
が
早
い
と
い
う
例
は
、
他
に
も
非
常
に
多
く
見
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
吉
藏
が
い
か
に
眞
諦

獻
に
親
し
ん
で
い
た
か
が
知
ら
れ
る
。
吉
藏
の
場
合
は
、
眞
諦
の
譯
書
だ
け
で
な
く
、
失
わ
れ

た
眞
諦
の
注
釋
も
盛
ん
に
利
用
し
て
お
り
、
名
を
出
さ
な
い
で
そ
の
ま
ま
引
い
た
り
、
多
少
變
え
て
用
い
た
り
し
て
い
る
場
合
が
多

い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る）

18
（

。

　

こ
の
他
、
興
味
深
い
の
は
、「
變
異
亦
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
隨
相
論
』『
顯
識
論
』
以
外
で
早
い
用
例

が
見
ら
れ
る
の
は
、
眞
諦

獻
で
あ
る
『
大
乘
唯
識
論
』『
攝
大
乘
論
釋
』『
金
七
十
論
』、
そ
し
て
失
譯
の
『
三
彌
底
部
論
』
の
み

で
あ
り
、
こ
れ
以
外
は
す
べ
て
唐
代
と
そ
れ
以
後
の
譯
經
と
中
國

獻
に
限
ら
れ
る
。『
三
彌
底
部
論
』
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

な
お
、『
十
八
空
論
』
に
つ
い
て
は
、『
隨
相
論
』
に
次
い
で
『
顯
識
論
』
と
の
類
似
が
目
立
つ
。
た
と
え
ば
、「
若
是
分
別
（
若

し
是
れ
分
別
）」「
此
道
理
能
（
此
の
道
理
、
能
く
）」
は
、
隋
代
以
前
は
こ
の
二
部
の
用
例
し
か
な
い
。「
如
如
具
」
は
、
東
晉
・
佛

陀
跋
陀
羅
譯
『
華
嚴
經
』
に
も
見
え
る
が
、「
如
如
」
が
何
か
を
「
具
」
す
る
と
い
う
形
の
も
の
は
、『
十
八
空
論
』
と
『
顯
識
論
』

の
み
で
あ
る
。「
義
有
兩
一
（
義
に
兩
つ
有
り
。
一
に
）」
も
、
經
論
で
は
こ
の
二
部
の
み
に
見
え
て
お
り
、
次
い
で
早
い
用
例
は
、

吉
藏
の
同
門
で
あ
る
均
正
（
慧
均
）『
大
乘
四
論
玄
義
』
で
あ
る
た
め
、
三
論
宗
が
眞
諦
譯
を
活
用
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

似
た
言
い
回
し
で
あ
る
「
有
兩
一
者
（
兩
つ
有
り
。
一
に
は
）」
も
、
經
論
で
は
こ
の
二
部
と
眞
諦
譯
『
金
七
十
論
』
の
み
で
あ
り
、
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次
に
早
い
例
は
吉
藏
『
中
觀
論
疏
』『
大
乘
玄
論）

19
（

』
で
あ
る
。

　

こ
の
他
、「
四
大
五
塵
」
は
、
經
論
で
は
こ
の
二
部
と
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
の
み
、「
種
過
失
一
（
〜
種
過
失
〜
。
一
に
）」

は
經
論
で
は
こ
の
二
部
以
外
は
眞
諦
譯
『
律
二
十
二
明
了
論
』『
如
實
論
』
が
最
も
早
く
、吉
藏
が
そ
れ
に
次
ぐ
。「
因
果
道
理
」
も
、

こ
の
二
部
以
外
は
眞
諦
譯
『
俱
舍
釋
論
』『
如
實
論
』
が
最
も
早
く
、次
は
吉
藏
で
あ
る
。「
道
理
」
の
語
を
多
く
用
い
る
『
顯
識
論
』

に
は
「
眞
實
道
理
」
と
い
う
語
も
見
え
る
が
、
こ
の
語
は
先
行
す
る
『
寶
雲
經
』
一
例
を
除
け
ば
、
經
論
で
は
『
顯
識
論
』『
十
八

空
論
』『
攝
大
乘
論
釋
』
と
い
う
眞
諦

獻
に
し
か
登
場
せ
ず
、「
因
果
道
理
」
は
、『
顯
識
論
』『
十
八
空
論
』『
俱
舍
釋
論
』『
如
實

論
』
と
い
う
眞
諦

獻
の
例
が
最
も
早
い
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、『
顯
識
論
』
と
『
十
八
空
論
』
の
語
法
の
類
似
は
き
わ
だ
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
隨
相
論
』『
十
八
空
論
』『
顯
識
論
』
は
、
共
通
す
る
表
現
が
多
い
。
た
だ
、
不
思
議
な
の
は
、
こ
の
三
部
の

獻
は
、
そ
の
う
ち
の
二
部
を
と
っ
て
み
る
と
表
現
が
よ
く
似
て
い
る
も
の
の
、
三
部
す
べ
て
に
共
通
す
る
眞
諦
特
有
の
表
現
は
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
、
空
觀
、
唯
識
と
い
う

獻
の
性
格
の
違
い
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
こ
の
三
部
、
と
り
わ
け
『
隨
相
論
』
と
『
十
八
空
論
』
の
漢

作
成
に
お
い
て
重
要
な
役

を
果
し
た
人
物
は
、
同
一

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、『
隨
相
論
』
に
つ
い
て
は
、
僅
か
一
卷
の
短
編
で
あ
り
な
が
ら
、
眞
諦
特
有
の
表
現
が
數
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
樣
々

な
眞
諦

獻
と
共
通
し
た
語
法
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
是
無
常
苦
無
我
不
淨
（
是
れ
無
常
・
無
我
・
不
淨
）」「
〜
生
死
雖
復
（
生

死
を
〜
。
復
た
〜
と
雖
も
）」「
百
千
拘
胝
」
な
ど
の
句
は
、
大
正
藏
中
の
漢
譯
經
論
で
は
『
隨
相
論
』
と
『
無
上
依
經
』
に
見
え
る

の
み
で
あ
る
。「
界
相
稱
故
」
と
い
う

字
列
も
經
論
中
で
は
こ
の
二
部
に
し
か
見
え
な
い
が
、『
隨
相
論
』
は
「
與
四
諦
理
眞
實
境

界
相
稱
故
（
四
諦
の
理
・
眞
實
境
界
と
相
い
稱
（
か
な
）
ふ
が
故
に
）」、『
無
上
依
經
』
は
「
與
法
界
相
稱
故
（
法
界
と
相
い
稱
ふ

が
故
に
）」
で
あ
っ
て
、「
與
〜
界
相
稱
故
」
と
い
う
構

、お
よ
び
內
容
も
似
て
い
る
。
五
五
七
年
の
譯
と
さ
れ
る
『
無
上
依
經
』
は
、

眞
諦
初
期
の

獻
で
あ
る
こ
と
は
確
實
だ
が
、『
隨
相
論
』
と
共
通
す
る
例
も
多
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
失
譯
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と
さ
れ
て
お
り
な
が
ら
眞
諦

獻
と
共
通
す
る
用
語
・
語
法
が
見
え
る
『
三
彌
底
部
論
』
に
つ
い
て
も
、『
隨
相
論
』
と
の
重
要
な

一
致
が
確
認
さ
れ
る
。
眞
諦
の
講
義
錄
と
推
定
さ
れ
て
い
る
『
隨
相
論
』
は
、
眞
諦
譯
と
さ
れ
る
諸

獻
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で

重
要
な
書
物
で
あ
る
。

三　

慧
愷
の
關
與
か
ら
見
る
眞
諦

獻
の
成
立
年
代

　

表
現
が
似
て
い
る
『
隨
相
論
』『
十
八
空
論
』『
顯
識
論
』
の
三
部
、と
り
わ
け
極
似
し
て
い
る
『
隨
相
論
』
と
『
十
八
空
論
』
は
、

成
立
時
期
も
近
い
可
能
性
が
高
い
。
で
は
、
い
つ
頃
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
眞
諦
著
作
の
年
代
に
關
す
る
宇
井
伯
壽
の
硏

究）
20
（

か
ら
、
現
存
す
る
經
論
を
中
心
に
し
て
略
出
し
た
も
の
を
揭
げ
る
。

　

梁
：
五
五
○　
　
『
決
定
藏
論
』。
他
に
『
如
實
論
』『
本
無
今
有
偈
論
』。

　
　
　
　
　
　
　
　
『
起
信
論
』
も
こ
の
頃
か
？

　
　
　

五
五
一　
　

恐
ら
く
『
決
定
藏
論
』
を
三
卷
ま
で
譯
出

　
　
　

五
五
三　
　
『
金
光
明
經
』　　

＊
慧
寶
が
傳
語
、
蕭
梁
が
筆
受

　

陳
：
五
五
七　
　
『
無
上
依
經
』

　
　
　

五
五
八　
　
『
中
邊
分
別
論
』

　
　
　

五
五
九　
　
『
立
世
阿
毘
曇
論
』

　
　
　

五
六
一　
　
『
解
節
經
』

　
　
　

五
六
二　
　
『
金
剛
般
若
經
』　　

＊
疏
は
僧
宗
・
法

が
筆
受



98

　
　
　

五
六
三　
　
『
大
乘
唯
識
論
』　　

＊
慧
愷
が
筆
受
（
慧
愷
、
序
で
「
菩
提
留
支
」
譯
に
言
及
）

　
　
　
　
　
　
　
　
『
攝
大
乘
論
』『
攝
大
乘
論
釋
』　

＊
慧
愷
筆
受

　
　
　
　
　
　
　
　
『
廣
義
法
門
經
』

　
　
　
　
　
　

 

こ
の
頃
『
三
無
性
論
』
等
を
含
む
『
無
相
論
』
を
譯
出
？
『
十
八
空
論
』
も
？

　
　
　

五
六
四　
　
『
俱
舍
釋
論
』　　
　

 

＊
慧
愷
が
筆
受

　
　
　

五
六
七　
　
『
俱
舍
釋
論
』
重
譯
完
成

　
　
　

五
六
八　
　
『
律
二
十
二
明
了
論
』　

＊
法
泰
の
要
請
。
慧
愷
が
筆
受
。

　
　
　
　
　
　

 

（『
隨
相
論
』
は
陳
代
の
譯
）

　

以
上
で
あ
る
。
こ
の
順
序
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
際
の
判
斷
材
料
と
す
る
た
め
、
用
語
の
分
布
狀

況
を
考
慮
し
た
順
序
で
現
存
す
る
眞
諦

獻
を
竝
べ
、
そ
れ
ら
の
語
の
有
無
を
表
示
す
る
と
左
圖
の
よ
う
に
な
る）

21
（

。
○
は
そ
の
語
が

登
場
す
る
こ
と
を
示
し
、
●
は
「
有
漏
・
無
漏
」
系
の
語
と
「
有
流
・
無
流
」
系
の
語
を
と
も
に
用
い
て
い
る
特
殊
な

獻
を
示
す
。

　

こ
れ
ら
の

獻
の
表
現
に
つ
い
て
は
、（
一
）
早
い
時
期
か
ら
晩
年
ま
で
見
ら
れ
る
表
現
、（
二
）
あ
る
時
期
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
（
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
）
表
現
、（
三
）
特
定
の
思
想
系
統
の

獻
に
見
ら
れ
る
表
現
、（
四
）
そ
れ
以
外
の
表
現
、

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。（
四
）
に
つ
い
て
は
、
今
回
は
取
り
上
げ
な
い
。

　
（
一
）
の
代
表
例
は pañca-skandha

の
譯
で
あ
る
「
五
陰
」
で
あ
る
。「
五
陰
」
は
『
合
部
金
光
明
經
』『
無
上
依
經
』『
俱
舍
釋
論
』

『
決
定
藏
論
』『
大
乘
唯
識
論
』『
攝
大
乘
論
』『
攝
大
乘
論
釋
』『
中
邊
分
別
論
』『
三
無
性
論
』『
顯
識
論
』『
如
實
論
』『
隨
相
論
』『
四

諦
論
』『
部
執
異
論
』『
佛
性
論
』
に
見
え
て
お
り
、
梁
代
か
ら
晩
年
ま
で
の

獻
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
羅
什
譯
そ
の
他
に

よ
っ
て
基
本
用
語
と
な
っ
て
い
た
「
五
蘊
」
の
語
は
、
い
ず
れ
の
眞
諦

獻
に
お
い
て
も
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
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獻
名

自　

性

實　

體

五　

陰

鄰　

虛

極　

微

上
心
惑

有　

漏

無　

漏

有　

流

無　

流

依
他
性

廣
義
法
門
經

佛
說
解
節
經

婆
數
槃
豆
法
師
傳

佛
說
四
諦
經

轉
識
論

○

金
剛
般
若
經

○

無
相
思
塵
論

○

○

寶
行
王
正
論

○

○

十
八
部
論

○

金
七
十
論

○

解
捲
論

○

○

○

如
實
論

○

○

○

決
定
藏
論

○

○

○

○

○

中
邊
分
別
論

○

○

○

○

○

佛
說
無
上
依
經

○

○

○

○

部
執
異
論

○

○

○

○

合
部
金
光
明
經

○

○

○

立
世
阿
毘
曇
論

○

○

佛
阿
毘
曇
經

○

本
有
今
無
偈
論

○

○

律
二
十
二
明
了
論

○

○

○

○

俱
舍
釋
論

○

○

○

○

○

○

大
乘
唯
識
論

○

○

○

○

○

○

隨
相
論

○

○

○

○

○

四
諦
論

○

○

○

○

○

○

攝
大
乘
論

○

○

○

○

○

○

攝
大
乘
論
釋

○

○

○

○

○

○

○

○

十
八
空
論

○

○

○

○

三
無
性
論

○

○

○

○

○

○

○

顯
識
論

○

○

●

●

○

佛
性
論

○

○

○

○

●

●

●

大
乘
起
信
論

○

○

○

○

○

三
彌
底
部
論

○

○
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（
二
）
の
典
型
は
、
初
期
の

獻
を
中
心
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
有
漏
」「
無
漏
」、
お
よ
び
五
五
九
年
譯
の
『
大
乘
唯
識
論
』
と

そ
れ
以
後
の

獻
を
中
心
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
有
流
」「
無
流
」
で
あ
る
。āsrava

やsāsrava

の
譯
語
と
し
て
「
有
漏
」、 

anāsrava
の
譯
語
と
し
て
「
無
漏
」
を
用
い
る
の
は
鳩
摩
羅
什
譯
な
ど
の
通
例
で
あ
り
、
中
國
佛
敎
の
基
本
用
語
と
な
っ
て
い
る
が
、

慧
愷
が
筆
受
を
勤
め
た
『
大
乘
唯
識
論
』『
俱
舍
釋
論
』『
攝
大
乘
論
』『
攝
大
乘
論
釋
』『
律
二
十
二
明
了
論
』
は
、
い
ず
れ
も
「
有

漏
・
無
漏
」
を
用
い
ず
、「
有
流
・
無
流
」
の
み
を
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
律
二
十
二
明
了
論
』
が
、
そ
れ
ま
で
戒
律
關
係
の

用
語
を
大
幅
に
變
え
て
新
た
な
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
平
川
彰
の
指
摘
が
あ
る）

22
（

た
め
、
慧
愷
は
新
た
な
譯
語
を
用

い
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
慧
愷
が
筆
受
と
な
っ
た
か
、
何
ら
か
の
形
で
譯
に
關
わ
っ
た
の
は
、
慧
愷
の
序
が
殘
さ
れ
て

い
る
上
の
五
部
だ
け
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
用
語
か
ら
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
（
三
）
の
代
表
例
は
、
唯
識
三
性
說
の
「
依
他
性
」「
分
別
性
」
と
い
う
語
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、『
轉
識
論
』『
攝
大
乘
論
』『
攝

大
乘
論
釋
』『
中
邊
分
別
論
』『
十
八
空
論
』『
三
無
性
論
』『
顯
識
論
』『
佛
性
論
』
に
見
え
る
の
み
で
あ
り
、「
分
別
依
他
」
も
『
轉

識
論
』『
攝
大
乘
論
釋
』『
中
邊
分
別
論
』『
三
無
性
論
』『
佛
性
論
』
に
し
か
見
え
な
い
。『
大
乘
唯
識
論
』
に
登
場
し
な
い
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
。
興
味
深
い
の
は
、『
俱
舍
釋
論
』
で
はkleśa-paryavasthāna

な
ど
の
譯
語
で
あ
る
「
上
心
惑
」
は
、「
有
漏
・
無
漏
・

有
流
・
無
流
」
の
語
が
出
て
こ
な
い
『
寶
行
王
正
論
』
を
除
け
ば
、
眞
諦

獻
で
は
『
俱
舍
釋
論
』『
本
有
今
無
偈
論
』『
律
二
十
二

明
了
論
』『
四
諦
論
』『
攝
大
乘
論
釋
』『
三
無
性
』『
佛
性
論
』
な
ど
「
有
流
・
無
流
」
を
用
い
る
グ
ル
ー
プ
に
の
み
登
場
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
有
漏
」「
無
漏
」
の
語
を
用
い
る
眞
諦

獻
に
は
出
て
こ
な
い
の
だ
が
、
唯
一
の
例
外
が
問
題
の
『
佛

性
論
』
な
の
で
あ
る
。

　

āsrava

とanāsrava

を
「
有
漏
・
無
漏
」
と
譯
す
グ
ル
ー
プ
、
お
よ
び
「
有
流
・
無
流
」
と
譯
す
グ
ル
ー
プ
は
、
ほ
ぼ
綺
麗
に
分

か
れ
て
お
り
、宇
井
の
年
代
表
と
右
の
表
に
よ
る
限
り
で
は
、そ
の
境
目
は
天
嘉
三
年
（
五
六
二
）
に
眞
諦
に
師
事
す
る
よ
う
に
な
っ

た
慧
愷
が
筆
受
を
勤
め
、
序
も
書
い
た
五
六
三
年
の
『
大
乘
唯
識
論
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
外
は
、「
無
漏
」
と
「
無
流
」
を
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用
い
て
い
る
『
顯
識
論
』、「
有
漏
」「
無
漏
」「
無
流
」
を
用
い
て
い
る
『
佛
性
論
』
の
み
な
の
で
あ
る
。『
無
上
依
經
』
に
は
、「
漂

沒
有
流
、
沈
溺
生
死
」（
大
正
一
六
・
四
七
○
中
）「
永
度
有
流
」（
同
、
四
七
一
上
）
と
い
う
用
例
が
見
え
る
が
、

脈
か
ら
見
て
こ

の
「
有
流
」
は
「
有
漏
（sāsrava

）」
の
異
譯
で
は
な
く
、「
有
の
流
れ
（bhavaugha

）」、
す
な
わ
ち
、
衆
生
が
流
さ
れ
て
輪
廻
し

續
け
る
「
有
（
存
在
領
域
、bhava

）」
の
「
激
流
（ogha

）」
の
意
で
あ
り
、「
有
漏
」
の
異
譯
と
し
て
の
「
有
流
」
の
語
は
用
い
ら

れ
て
い
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
極
似
す
る
『
隨
相
論
』
と
『
十
八
空
論
』
が
と
も
に
「
有
流
・
無
流
」
グ
ル
ー
プ
に
屬
し
て
い
る
以
上
、「
有
漏
・

無
漏
」
グ
ル
ー
プ
に
屬
す
五
五
八
年
の
『
中
邊
分
別
論
』
や
五
五
九
年
の
『
立
世
阿
毘
曇
論
』
以
後
、お
そ
ら
く
は
五
六
三
年
の
『
大

乘
唯
識
論
』
以
後
の
成
立
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。『
中
邊
分
別
論
』
は
宇
井
の
年
代
表
か
ら
見
て
も
、
こ
の
用
語
分
布
表
か
ら
見

て
も
、
過
渡
期
の
作
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

問
題
は
、
そ
の
『
隨
相
論
』
や
『
十
八
空
論
』
と
似
て
い
た
『
顯
識
論
』
で
あ
る
。「
無
漏
」
が
二
例
、「
無
流
」
が
一
例
見
え
る

『
顯
識
論
』
に
つ
い
て
は
、
早
く
に
宇
井
伯
壽
が
「
此
論
に
は
眞
諦
三
藏
の
常
例
の
譯
語
と
も
見
る
べ
き
も
の
と
異
つ
た
譯
語
が
用

い
ら
れ
て
い
る）

23
（

」
こ
と
に
注
意
し
て
お
り
、
船
山
徹
も
「
飜
譯

獻
で
あ
る
な
ら
ば
細
字
の
挾
注
で
あ
る
べ
き

言
が
本

と
な
っ

て
い
る
場
合
が
あ
る）

24
（

」
こ
と
を
指
摘
す
る
な
ど
、
特
異
な
性
格
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
『
顯
識
論
』
に
お
け
る
「
無
流
」
の
用
例
は
「
無
流
界
」
と
い
う
形
で
の
一
例
で
あ
り
、
こ
の
「
無
流
界
」
の
語
は
、
漢
譯

經
論
中
で
は
『
俱
舍
釋
論
』『
攝
大
乘
論
釋
』『
三
無
性
論
』『
佛
性
論
』
に
見
え
る
の
み
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
眞
諦
譯
で
あ
る
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
梵
語
テ
キ
ス
ト
と
對
照
で
き
る
『
俱
舍
釋
論
』
に
お
い
て
は
、「
無
流
界
」
の
「
無
流
」
は 

anāsrava

の
譯
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、
初
期
の
譯
で
あ
る
『
無
上
依
經
』
と
『
決
定
藏
論
』

は
、「
無
漏
界
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、『
顯
識
論
』
の
「
無
流
界
」
は
「
無
漏
界
」
の
異
譯
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
實
際
、『
顯
識
論
』
で
は
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「
雖
無
惑
業
所
引
、不
復
入
三
界
生
。
而
在
無
流
界
中
、四
種
生
死
內
受
生
（
無
惑
業
に
引
か
る
と
雖
も
、復
た
三
界
の
生
に
入
ら
ず
。

而
も
無
流
界
中
に
在
り
て
、
四
種
生
死
內
に
受
生
す
）」（
大
正
三
一
・
八
八
二
中
）
と
說
い
て
お
り
、「
無
流
界
」
を
三
界
の
外
の
世

界
と
し
て
い
る
た
め
、『
顯
識
論
』
の
「
無
流
界
」
はanāsrava-dhātu 

の
譯
と
見
て
よ
い
。「
四
種
生
死
」
も
經
論
で
は
『
攝
大
乘

論
釋
』
と
『
佛
性
論
』
に
各
二
例
、『
無
上
依
經
』
と
『
顯
識
論
』
に
各
一
例
見
え
る
の
み
で
あ
っ
て
、
眞
諦

獻
に
限
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、『
顯
識
論
』
は
、「
無
流
界
」
の
語
が
見
え
る
十
六
行
前
の
箇
所
で
、「
無
漏
善
業
」（
大
正
三
一
・
八
八
二
中
）
と
說
い

て
い
る
ほ
か
、「
有
漏
・
無
漏
」
グ
ル
ー
プ
に
屬
す
る
『
無
上
依
經
』
と
共
通
す
る
表
現
を
用
い
て
お
り
、「
識
亦
如
是
卽
（
〜
識
亦

た
是
の
如
し
。
卽
ち
）」
と
い
う
表
現
は
、
經
論
で
は
『
顯
識
論
』
と
『
無
上
依
經
』
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。『
顯
識
論
』
は
、
同
じ

く
「
有
漏
・
無
漏
」
グ
ル
ー
プ
に
屬
す
る
『
本
有
今
無
偈
論
』
と
も
似
た
語
法
を
用
い
て
お
り
、「
若
前
無
（
若
し
前
に
〜
無
け
れ
ば
）」

は
經
論
で
は
『
顯
識
論
』
と
『
本
有
今
無
偈
論
』
の
み
で
あ
り
、
吉
藏
の
諸
著
作
が
こ
れ
に
次
い
で
い
る
。「
自
有
五
義
一
（
自
ら

五
義
有
り
。
一
に
は
）」
も
、『
顯
識
論
』
と
「
有
漏
・
無
漏
」
グ
ル
ー
プ
の
『
本
有
今
無
偈
論
』
以
外
は
唐
代

獻
に
數
例
見
ら
れ

る
に
す
ぎ
な
い
。「
故
佛
說
偈
」
と
い
う

字
列
も
、
經
論
で
は
、
北
凉
・
浮
陀
跋
摩
等
譯
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
の
他
は
、『
顯
識

論
』『
本
有
今
無
偈
論
』『
佛
性
論
』
と
い
う
眞
諦

獻
と
、
失
譯
の
『
三
彌
底
部
論
』
に
見
え
る
の
み
で
あ
り
、「
故
。
佛
說
偈
」

で
は
な
く
、「
故
佛
說
偈
（
故
に
佛
、
偈
を
說
く
）」
と
い
う
四
字
句
に
な
っ
て
い
る
の
は
、『
顯
識
論
』
と
『
本
有
今
無
偈
論
』
だ

け
で
あ
る
。

　

た
だ
、『
顯
識
論
』
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、「
有
流
・
無
流
」
グ
ル
ー
プ
の
『
十
八
空
論
』
と
表
現
が
き
わ
め
て
似
て
い
た
。
す

な
わ
ち
、『
顯
識
論
』
は
初
期
と
も
後
期
と
も
決
め
か
ね
る
面
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
顯
識
論
』
の
譯
語
の
奇
妙
さ
に
氣
づ
い

て
い
た
宇
井
は
、「
三
藏
の
譯
で
な
く
し
て
、
弟
子
な
ど
の
筆
に
な
つ
た
も
の
又
は
弟
子
等
が
筆
記
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
と
し

て
も
、
或
は
本

は
三
藏
の
譯
で
、
釋
の
部
は
凡
て
弟
子
等
の
造
つ
た
も
の
と
考
へ
る
と
し
て
も
問
題
が
解
決
せ
ら
れ
盡
す
の
で
は
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な
い
。
…
…
或
は
曇
遷
靖
嵩
な
ど
の
著
述
の
殘
簡
で
は
な
か
ら
う
か
と
も
想
像
せ
ら
る
る
が
、
何
等
の
根
據
も
な
く
、
經
錄
か
ら
は

反
證
あ
る
に
過
ぎ
ぬ）

25
（

」
と
困
惑
を
示
し
て
い
る
。

　

初
期
の
眞
諦

獻
と
後
期
の
眞
諦

獻
の
雙
方
と
共
通
し
た
要
素
を
持
つ
と
な
れ
ば
、
過
渡
期
の
作
、
あ
る
い
は
後
期
の
作
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
、
後
期
の
譯
業
の
本
流
に
い
た
慧
愷
な
ど
と
は
異
な
る
人
物
が
中
心
と
な
っ
て
筆
錄
し
た
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
慧
愷
は
、
何
度
も
『
俱
舍
論
』
の
重
譯
校
定
を
行
な
っ
た
と
傳
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
作
業
は
他
の
重
要
な
譯
書
に

つ
い
て
も
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
新
舊
の
用
語
・
表
現
が
混
じ
る

獻
は
、
眞
諦
の
譯
書
を
讀
ん
で
な
じ
ん
で
お
り
な
が
ら
、

譯
語
の
統
一
に
そ
れ
ほ
ど
注
意
し
な
か
っ
た
人
物
が
筆
錄
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
慧
愷
筆
受
の

獻
に
し
て
も
『
俱
舍

釋
論
』
や
『
攝
大
乘
論
』
の
よ
う
な
長
大
な

獻
で
は
、
玄
奘
譯
ほ
ど
統
一
は
と
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
慧
愷
以
外
の
人
物
で
あ

れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

　
『
顯
識
論
』
以
上
に
問
題
な
の
は
、「
有
漏
（
二
例
）」「
無
漏
（
七
例
）」「
無
流
（
十
六
例
）」
を
用
い
る
『
佛
性
論
』
で
あ
る
。『
佛

性
論
』
は
、「
無
漏
」
と
「
無
流
」
を
完
全
に
併
用
し
て
お
り
、
眞
諦

獻
の
中
で
は
た
だ
一
つ
異
質
な
存
在
で
あ
る
。
過
渡
期
と

い
う
こ
と
で
說
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。「
無
流
法
界
」
と
い
う
表
現
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
大
正
藏
で
は
『
佛
性
論
』
と
唐
・

法
藏
『
探
玄
記
』
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。

　

し
か
も
、
そ
の
『
佛
性
論
』
と
『
顯
識
論
』
は
共
通
す
る
表
現
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
術
語
で
は
、「
至
得
性
」
は
、
唐
代
以

前
で
は
『
顯
識
論
』
と
『
佛
性
論
』
し
か
用
例
が
無
い
。
ま
た
、
語
法
の
面
で
は
、「
以
此
二
義
（
此
の
二
義
を
以
て
）」
は
、
先
行

す
る
『
四
分
律
』
の
一
例
を
除
け
ば
、
經
論
で
は
『
顯
識
論
』
と
『
佛
性
論
』
と
『
起
信
論
』
に
し
か
見
え
な
い
。
先
に
見
た
「
四

種
生
死
」
は
、經
論
で
は
『
顯
識
論
』『
無
上
依
經
』『
攝
大
乘
論
釋
』『
佛
性
論
』
の
み
で
あ
っ
た
。「
無
明
惑
」
は
、『
顯
識
論
』『
無

上
依
經
』『
四
諦
論
』『
佛
性
論
』
が
早
く
、「
執
我
見
」
は
、『
顯
識
論
』『
無
上
依
經
』『
中
邊
分
別
論
』『
佛
性
論
』『
起
信
論
』
が

早
い
。
こ
の
う
ち
、『
無
上
依
經
』
と
『
中
邊
分
別
論
』
は
初
期
の
譯
で
あ
り
、『
四
諦
論
』
は
後
期
の
譯
で
あ
る
こ
と
が
示
す
よ
う
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に
、『
顯
識
論
』
は
こ
こ
で
も
初
期
と
後
期
の
用
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
『
佛
性
論
』
に
も
當
て
は
ま
る
。

四　

正
量
部

獻

　

上
述
し
た
よ
う
に
、
正
量
部

獻
と
推
測
さ
れ
て
い
る
『
律
二
十
二
明
了
論
』
と
『
立
世
阿
毘
曇
論
』
に
『
金
七
十
論
』、『
三
彌

底
部
論
』、『
隨
相
論
』
を
加
え
て
Ｃ
グ
ル
ー
プ
と
し
、
Ａ
・
Ｂ
グ
ル
ー
プ
と
同
樣
の
處
理
を
行
っ
た
。『
三
彌
底
部
論
』
に
つ
い
て
は
、

梁
・
僧
祐
（
四
四
五

五
一
八
）
の
『
出
三
藏
記
集
』
に
は
錄
さ
れ
て
お
ら
ず
、
隋
・
費
長
房
が
開
皇
十
七
年
（
五
九
七
）
に
編
纂

し
た
『
歷
代
三
寶
紀
』
の
う
ち
、「
小
乘
阿
毘
曇
失
譯
錄
」
に
「
三
彌
底
論
四
卷
」
を
あ
げ
て
お
り
（
大
正
四
九
・
一
二
○
上
）、
こ

れ
が
現
存
の
『
三
彌
底
部
論
』
と
思
わ
れ
る
た
め
、
六
世
紀
初
め
以
後
、
六
世
紀
末
以
前
の
成
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

大
正
藏
三
十
二
卷
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
『
三
彌
底
部
論
』
三
卷
は
、
上
中
下
卷
と
も
題
名
に
續
け
て
「
失
譯
人
名
。
今
附
秦
錄）

26
（

」

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、『
開
元
釋
敎
錄
』
で
は

三
彌
底
部
論
三
卷
〈
或
無
部
字
。
或
云
四
卷
〉

失
譯
〈
三
彌
底
者
、
此
云
正
量
。
卽
正
量
部
中
論
也
。
今
附
秦
錄
。
單
本
。〉（
大
正
五
五
・
六
二
一
中
）

と
あ
る
た
め
、
早
い
時
期
に
こ
の
記
述
に
基
づ
い
て
付
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
今
附
秦
錄
（
今
、
秦
錄
に
付
す
）」
と
あ
り
、
鳩
摩

羅
什
等
が
活
躍
し
た
姚
秦
時
代
の
譯
出
經
論
と
見
て
、
羅
什
門
下
で
あ
る
僧
叡
の
經
錄
、『
三
秦
錄
』
に
付
す
る
と
い
う
扱
い
に
し

て
お
く
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、

體
が
直
譯
調
で
一
風
變
わ
っ
て
お
り
、
や
や
古
い
時
代
の
譯
と
思
わ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。『
三
彌
底
部
論
』
は
、

數
多
く
の
問
答
で
成
り
立
っ
て
い
る
が
、

復
次
何
義
說
言
無
我
。
答
。
我
我
所
不
可
得
故
。
…
…
是
故
無
我
。
如
是
。（
大
正
三
二
・
四
六
二
中
）
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と
あ
る
よ
う
に
、
解
答
は
「
〜
な
り
。
是
の
如
し
」
と
結
ば
れ
る
な
ど
、
特
異
な
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
も
一
因
と
な
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
「
如
是
」
は
、iti

に
相
當
す
る
も
の
で
あ
り
、
說
明
が
そ
こ
ま
で
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
上
の
引

の
う
ち
、「
復
次
何
義
（
復
た
次
に
何
の
義
も
て
）」
と
い
う
表
現
は
、
大
正
藏
中
で
は
、
他
に
眞
諦
譯
『
俱

舍
釋
論
』
に
見
え
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
上
の
引

の
す
ぐ
後
で
は
、

又
諸
部
說
「
不
可
言
有
我
、
不
可
言
無
我
」。
何
以
故
。
答
。
…
… （
大
正
三
二
・
四
六
二
下
）

と
い
う
問
答
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、「
諸
部
說
」
と
い
う
當
り
前
そ
う
な
表
現
は
、
實
は
經
論
で
は
、
こ
の
『
三
彌
底
部
論
』
以
外

に
は
『
佛
性
論
』
と
『
四
諦
論
』
に
し
か
登
場
し
な
い
。
同
樣
の
表
現
で
あ
る
「
部
所
執
（
〜
部
の
執
す
る
所
）」
も
、『
三
彌
底
部

論
』
と
『
十
八
空
論
』『
部
執
異
論
』
以
外
に
は
登
場
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、『
三
彌
底
部
論
』
に
は
眞
諦

獻
と
だ
け
共
通
す
る
表

現
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

Ｃ
グ
ル
ー
プ
の 

Ｎ
Ｇ
Ｓ
Ｍ
處
理
結
果
も
そ
れ
を
裏
付
け
て
お
り
、「
處
受
生
若
（
〜
處
に
受
生
す
。
若
し
）」「
說
言
我
聞
（
說
き

て
「
我
聞
」
と
言
う
）」
は
、
大
正
藏
全
體
で
『
三
彌
底
部
論
』
と
『
立
世
阿
毘
曇
論
』
に
し
か
見
え
な
い
。「
中
閒
有
於
（
〜
の
中

閒
に
、
〜
有
り
）」
も
、『
三
彌
底
部
論
』
と
『
立
世
阿
毘
曇
論
』
以
外
の
經
論
は
、
隋
・
逹
摩
笈
多
譯
『
起
世
因
本
經
』
一
例
に
す

ぎ
な
い
。

　

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
故
難
曰
若
（
故
に
難
じ
て
曰
く
、
若
し
〜
）」
は
、
經
論
で
は
『
三
彌
底
部
論
』
と
『
四
諦
論
』
に

し
か
見
え
ず
、
こ
れ
に
次
い
で
早
い
の
は
吉
藏
『
淨
名
玄
論
』
で
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
似
た
表
現
で
あ
る
「
難
曰
若
爾
（
難
じ
て

曰
く
、
若
し
爾
れ
ば
）」
も
、
先
行
す
る
後
魏
・
三
藏
吉
迦
夜
譯
『
方
便
心
論
』
以
外
の
經
論
で
は
、『
三
彌
底
部
論
』
と
『
四
諦
論
』

以
外
に
見
え
ず
、
こ
れ
に
次
い
で
早
い
の
は
吉
藏
『
中
觀
論
疏
』
で
あ
る）

27
（

。『
方
便
心
論
』
に
見
え
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
こ
れ

は
因
明
の
定
型
句
で
あ
り
、『
如
實
論
』
を
譯
し
て
い
る
眞
諦
と
し
て
は
不
自
然
で
は
な
い
。

　

他
に
も
、「
此
起
愛
（
此
（
よ
り
）
愛
を
起
こ
し
）」
は
、
唐
代
以
前
の
經
論
で
は
、『
三
彌
底
部
論
』『
攝
大
乘
論
釋
』『
四
諦
論
』
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の
み
で
あ
り
、『
三
彌
底
部
論
』
と
『
四
諦
論
』
と
の
一
致
が
目
立
つ
。「
阿
羅
漢
五
陰
」
は
、
先
行
す
る
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
以

外
は
、
大
正
藏
中
で
は
『
三
彌
底
部
論
』
と
『
四
諦
論
』
以
外
に
用
例
は
な
く
、「
是
其
體
（
是
れ
其
の
體
な
り
）」
も
、『
阿
毘
曇

毘
婆
沙
論
』
以
外
に
は
、
隋
以
前
で
は
『
三
彌
底
部
論
』『
四
諦
論
』『
攝
大
乘
論
釋
』『
金
七
十
論
』『
佛
性
論
』
の
用
例
が
あ
る
の

み
で
あ
る
。

　
「
種
亦
依
（（
二
・
三
）
種
。
亦
た
〜
に
依
る
）」
は
、
經
論
で
は
『
三
彌
底
部
論
』『
金
七
十
論
』
の
み
で
あ
る
。「
前
已
說
我
（
前

に
已
に
、「
我
〜
」
と
說
け
り
」
は
、
唐
代
以
前
で
は
『
三
彌
底
部
論
』『
金
七
十
論
』『
俱
舍
釋
論
』
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。「
何
者

二
種
一
（
何
者
か
二
種
。
一
に
は
）」
は
、先
行
す
る
蕭
齊
・
僧
伽
跋
陀
羅
譯
『
善
見
律
毘
婆
沙
』
一
例
を
除
け
ば
、大
正
藏
で
は
『
三

彌
底
部
論
』
と
『
金
七
十
論
』
に
見
え
る
の
み
で
あ
る
。「
欲
受
生
（
受
生
せ
ん
と
欲
す
）」
は
、先
行
す
る
姚
秦
・
曇
摩
耶
舍
譯
『
舍

利
弗
阿
毘
曇
論
』
お
よ
び
『
涅
槃
經
集
解
』
各
一
例
を
の
ぞ
け
ば
、
隋
以
前
の
經
論
は
『
三
彌
底
部
論
』『
攝
大
乘
論
釋
』『
金
七
十

論
』
に
限
ら
れ
る
。

　

他
に
も
『
三
彌
底
部
論
』
と
『
金
七
十
論
』
に
は
共
通
す
る
表
現
が
あ
る
が
、『
立
世
阿
毘
曇
論
』
に
つ
い
で
共
通
す
る
表
現
が

多
く
見
ら
れ
る
眞
諦

獻
は
、
實
は
『
隨
相
論
』
で
あ
る
。
ま
ず
、「
法
者
是
其
（
法
と
は
、
是
れ
其
れ
）」
は
、
經
論
で
は
『
三
彌

底
部
論
』
と
『
隨
相
論
』
に
し
か
見
え
な
い
。「
故
若
如
此
（
故
に
若
し
此
の
如
く
ん
ば
）」
も
、
先
行
す
る
梁
・
僧
伽
婆
羅
譯
『

殊
師
利
問
經
』（
五
一
八
年
譯
）
を
除
け
ば
、唐
代
以
前
の
經
論
で
は
『
三
彌
底
部
論
』
と
『
隨
相
論
』
に
見
え
る
の
み
で
あ
る
。「
死

是
無
常
」
は
、
先
行
す
る
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
を
除
け
ば
、
唐
代
以
前
で
は
『
三
彌
底
部
論
』
と
『
隨
相
論
』
し
か
用
例
が
な
く
、

「
根
壞
時
」
も
同
じ
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
を
除
く
と
、
唐
代
以
前
で
は
『
三
彌
底
部
論
』
と
『
隨
相
論
』
と
『
攝
大
乘
論
釋
』
し

か
用
例
が
な
い
。

　
「
度
柯
羅
」
に
至
っ
て
は
、大
正
藏
中
で
『
三
彌
底
部
論
』
と
『
隨
相
論
』
に
し
か
見
え
な
い
。『
三
彌
底
部
論
』
は
「
度
柯
羅
羅
」

が
三
例
（
大
正
三
二
・
四
七
二
中
）、『
隨
相
論
』
は
「
度
柯
羅
邏
」
が
一
例
（
同
、
一
六
一
中
）
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
中
陰
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に
關
す
る

で
あ
っ
て
、kalala

を
「
度
」
っ
て
次
の
狀
態
に
な
る
と
說
く
箇
所
に
見
え
る
。
眞
諦

獻
に
あ
っ
て
は
、kalala

は
『
俱

舍
釋
論
』『
攝
大
乘
論
』『
攝
大
乘
論
釋
』『
隨
相
論
』『
四
諦
論
』『
部
執
異
論
』
が
「
柯
羅
邏
」
を
用
い
て
お
り
、「
柯
羅
羅
」
と
表

記
す
る
の
は
大
正
藏
中
で
『
三
彌
底
部
論
』
だ
け
だ
が
、
眞
諦

獻
以
外
の
漢
譯
經
論
で
は
「
迦
羅
羅
、
歌
羅
羅
、
羯
邏
藍
、
羯
羅

藍
、
羯
利
藍
」
な
ど
の
音
寫
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
「
度
〜
」
と
い
う
形
で
記
述
し
た
例
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
に

比
べ
れ
ば
、『
三
彌
底
部
論
』
の
「
度
柯
羅
羅
」
と
『
隨
相
論
』
の
「
度
柯
羅
邏
」
は
、
き
わ
だ
っ
て
類
似
し
て
い
る
と
言
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

　
『
三
彌
底
部
論
』
と
『
隨
相
論
』
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
注
目
す
べ
き
共
通
表
現
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
見
諦
煩
惱
」
で
あ
る
。
見

道
所
斷
の
煩
惱
を
意
味
す
る
こ
の
語
に
つ
い
て
は
、『
涅
槃
經
集
解
』
の
二
例
を
除
け
ば
、漢
譯
經
論
で
は
『
佛
性
論
』『
隨
相
論
』『
三

彌
底
部
論
』
に
見
え
る
の
み
で
あ
っ
て
『
三
彌
底
部
論
』
以
外
は
眞
諦

獻
に
限
ら
れ
て
お
り
、こ
れ
ら
に
續
く
の
は
隋
・
慧
遠
『
大

乘
義
章
』
と
均
正
『
大
乘
四
論
玄
義
』
で
あ
る
。
一
方
、
修
道
所
斷
の
煩
惱
の
舊
譯
で
あ
る
「
思
惟
煩
惱
」
は
、
羅
什
譯
『

殊
師

利
問
菩
提
經
』、
後
魏
・
勒
那
摩
提
譯
『
寶
性
論
』、
劉
宋
・
求
那
跋
陀
羅
譯
『
大
方
廣
寶
篋
經
』『
菩
薩
善
戒
經
』、
寶
亮
等
『
涅
槃

經
集
解
』
ほ
か
、『
三
彌
底
部
論
』『
佛
性
論
』『
中
邊
分
別
論
』
に
見
え
て
お
り
、
こ
こ
で
も
『
三
彌
底
部
論
』
と
『
佛
性
論
』
が

共
通
し
て
い
る
。

　

問
題
は
、「
見
諦
煩
惱
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
眞
諦
譯
『
俱
舍
釋
論
』
で
は
「
見
諦
所
滅
惑
」「
見
諦
應
除
惑
」「
見
諦
滅
惑
」「
見

諦
惑
」
な
ど
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、「
見
道
所
滅
惑）

28
（

」
な
ど
「
見
道
」
の
語
を
用
い
た
表
現
も
見
え
お
り
、『
俱
舍
論
』
梵
本
に
は 

darśana-kleśa-prahātavya 

の
よ
う
に
、
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
の
前
半
だ
け
を
譯
せ
ば
「
見
諦
煩
惱
」
に
相
當
す
るdarśana-kleśa

と
い

う
梵
語
は
存
在
す
る
が
、現
存
す
る
漢
譯
ア
ビ
ダ
ル
マ

獻
に
は
「
見
諦
煩
惱
」
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。『
成
實
論
』
で
も
「
見

諦
所
斷
煩
惱
」「
見
諦
所
斷
諸
煩
惱
」
と
あ
る
の
み
で
あ
り
な
が
ら
、『
涅
槃
經
集
解
』
に
は
「
見
諦
煩
惱
」
と
い
う
用
例
が
二
例
見

ら
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
四
字
句
を
好
む
中
國
の
學
僧
が
「
見
諦
所
斷
煩
惱
」
を
略
し
て
「
見
諦
煩
惱
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、
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そ
れ
が
、純
然
た
る
譯
書
で
は
な
い
『
佛
性
論
』
と
『
隨
相
論
』
に
反
映
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
實
際
、『
佛
性
論
』
で
は
、「
見

諦
煩
惱
」
の
語
は
、『
寶
性
論
』
の
九
種
煩
惱
と
四
種
衆
生
を
說
明
し
た
部
分
に
對
す
る
說
明
に
見
ら
れ
、
そ
の
箇
所
は
「
釋
曰
」

と
は
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
れ
と
同
樣
の
形
で
補
足
說
明
が
な
さ
れ
て
い
る
部
分
に
ほ
か
な
ら
な
い）

29
（

。

　

こ
の
こ
と
は
、『
三
彌
底
部
論
』
の
性
格
と
も
關
わ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
三
彌
底
部
論
』
は
、
正
量
部

獻
の
忠

實
な
飜
譯
で
は
な
く
、
他
の
多
く
の
眞
諦

獻
と
同
樣
に
、
イ
ン
ド
の
書
物
に
基
づ
き
つ
つ
眞
諦
が
說
明
を
加
え
た
も
の
で
は
な
い

か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
じ
正
量
部

獻
で
あ
っ
て
慧
愷
が
筆
受
を
勤
め
た
『
律
二
十
二
明
了
論
』
と
の
共
通
例
の
少
な
さ

か
ら
見
て
、
慧
愷
と
は
異
な
る
人
物
が
中
心
と
な
っ
て
筆
錄
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
な
い
場
合
は
、
眞
諦
以
前
の
人
物
に

よ
っ
て
譯
さ
れ
た
『
三
彌
底
部
論
』
が
先
に
あ
っ
て
眞
諦

獻
に
影

を
與
え
た
か
、逆
に
眞
諦

獻
に
親
し
ん
で
い
て
そ
の
術
語
・

語
法
に
な
じ
ん
で
い
る
中
國
僧
が
眞
諦
以
外
の
外
國
僧
を
助
け
て
譯
出
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
出
三
藏
記
集
』
で
は
、

海
意
經
七
卷
（
闕
）

…
…

三
密
底
耶
經
一
卷
〈
漢
言
賢
人
用
律
。
闕
〉

　

右
五
部
。
凡
二
十
八
卷
。
宋
明
帝
時
。
竺
沙
門
竺
法
眷
。

　

於
廣
州
譯
出
。
竝
未
至
京
都
。（
大
正
五
五
・
一
三
中
）

と
あ
り
、『
三
密
底
耶
經
』
が
宋
の
明
帝
の
代
（
四
六
五
〜
四
七
二
）
に
法
眷）

30
（

に
よ
っ
て
譯
さ
れ
た
が
、
傳
わ
っ
て
い
な
い
と
し
て

い
る
。
し
か
し
、
現
存
資
料
に
よ
る
限
り
、
眞
諦
前
後
の
時
代
に
正
量
部
と
關
係
深
い
外
國
三
藏
が
江
南
で
活
動
し
た
形
跡
は
な
い
。

眞
諦
は
、
正
量
部

獻
を
譯
し
て
い
る）

31
（

ば
か
り
で
な
く
、
眞
諦

獻
の
樣
々
な
箇
所
で
正
量
部
に
言
及
し
て
い
る
た
め
、
正
量
部
出

身
と
す
る
從
來
の
推
定）

32
（

は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
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五　

眞
諦

獻
に
お
け
る
『
佛
性
論
』
の
位
置

　

眞
諦
三
藏
の
譯
出
と
さ
れ
る
唯
識

獻
に
つ
い
て
は
、
眞
諦
の
講
釋
の
混
入
や
眞
諦
自
身
に
よ
る
講
義
の
筆
錄
で
あ
る
可
能
性
が

指
摘
さ
れ
る
な
ど
、
譯
の
あ
り
方
に
關
し
て
多
く
の
硏
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。『
俱
舍
釋
論
』
に
つ
い
て
も
、
梵

テ
キ
ス
ト
お
よ

び
玄
奘
譯
と
の
對
比
を
通
じ
て
眞
諦
譯
の
特
徵
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
吉
藏
・
智
儼
・
元
曉
を
初
め
と
し
て
隋
唐
の
佛
敎

に
大
き
な
影

を
與
え
た
『
佛
性
論）

34
（

』
に
つ
い
て
は
、『
寶
性
論
』
と
の
關
係
が
著
目
さ
れ
て
硏
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、

譯
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
不
明
な
點
が
多
い
。

　

ま
ず
、『
佛
性
論
』
中
に
十
七
回
登
場
す
る
「
釋
曰
」
と
一
回
だ
け
見
え
る
「
記
曰
」
に
つ
い
て
は
、
ど
こ
ま
で
の
範
圍
を
指
す

の
か
、「
釋
曰
」
の
內
容
は
『
佛
性
論
』
の
元
に
な
っ
た

獻
に
ど
の
程
度
あ
っ
た
の
か
、
譯
出
時
や
講
義
の
際
の
眞
諦
の
說
明
な

の
か
、
弟
子
や
後
人
の
補
足
な
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
も
定
說
を
見
て
い
な
い
。
二
○
○
五
年
に
は
高
崎
直
道
の
校
注
に
よ
る
『
佛

性
論
』
が
國
譯
大
藏
經
・
論
集
部
二
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
そ
う
し
た
面
の
硏
究
は
飛
躍
的
に
進
ん
だ
が
、
未
解
決
の
問
題
は
ま
だ
殘
っ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
高
崎
自
身
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「『
大
乘
起
信
論
』
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い）

35
（

」

の
が
實
狀
な
の
で
あ
る
。

　
『
起
信
論
』
の
用
語
は
、
眞
諦
よ
り
菩
提
流
支
の
譯
語
と
一
致
す
る
例
が
多
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
解
明
が
進
ん
で
お
り）

36
（

、

高
崎
な
ら
び
に
筆
者
自
身
も
そ
の
立
場
の
硏
究
を
發
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
筆
者
が
か
つ
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
用
語
の
面
で

は
『
佛
性
論
』
が
『
起
信
論
』
と
き
わ
め
て
似
て
」
い
る）

37
（

こ
と
も
事
實
で
あ
り
、『
佛
性
論
』
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
ま
た
眞
諦
譯

と
さ
れ
る

獻
全
體
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
こ
の
點
は
無
視
で
き
な
い
。

　

た
と
え
ば
、

『
佛
性
論
』：（
一
）「
不
可
空
故
」（
大
正
三
一
・
七
九
一
下
）



110

　
　
　
　
　
（
二
）「
三
爲
離
虛
妄
執
者
」（
大
正
三
一
・
七
八
七
上
）

『
起
信
論
』：（
一
）「
實
無
可
空
故
」（
大
正
三
二
・
五
七
六
中
）

　
　
　
　
　
（
二
）「
究
竟
離
妄
執
者
」（
大
正
三
二
・
五
八
○
中
）

と
あ
る
よ
う
に
、『
佛
性
論
』
と
『
起
信
論
』
は
と
も
に
「
可
空
故
」
と
い
う
表
現
を
用
い
、「
空
ず
る
（
無
く
す
）
こ
と
が
で
き
な

い
か
ら
」
と
說
く
が
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
及
び
Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
で
の
檢
索
に
よ
れ
ば
、
大
正
藏
の
經
論
中
で
、「
空
」
を
動
詞
と
し
て
「
可
空
故
」

と
い
う
形
で
用
い
て
い
る
の
は
、
こ
の
二
部
以
外
に
は
、『
起
信
論
』
に
基
づ
く
疑
經
で
あ
る
『
釋
摩
訶
衍
論
』
一
例
が
存
在
す
る

に
す
ぎ
な
い
。
中
國

獻
の
用
例
も
、
眞
諦
以
前
の
も
の
は
無
い
。
し
か
も
、『
佛
性
論
』
と
『
起
信
論
』
は
、
と
も
に
こ
の
「
可

空
故
」
と
い
う
表
現
を
否
定
形
で
用
い
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

　

こ
れ
は
、「
妄
執
者
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
も
同
樣
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
、『
佛
性
論
』『
起
信
論
』『
釋
摩
訶
衍
論
』
に
し
か

見
ら
れ
ず
、
中
國

獻
の
用
例
も
す
べ
て
眞
諦
以
後
の
も
の
に
限
ら
れ
る
。『
佛
性
論
』
は
、「
妄
執
」
で
は
な
く
「
虛
妄
執
」
と
し

て
い
る
も
の
の
、
そ
う
し
た
執
著
を
「
離
れ
る
」
と
す
る
點
ま
で
、『
佛
性
論
』
と
『
起
信
論
』
は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
爲
六
一
者
執
（
〜
を
六
と
爲
す
。
一
に
は
執
〜
）」
も
、
大
正
藏
の
經
論
で
は
『
佛
性
論
』『
起
信
論
』
と
『
釋
摩
訶
衍
論
』
に

し
か
登
場
し
な
い
。
ま
た
、
敎
理
面
で
重
要
な
表
現
で
あ
る
「
名
爲
應
身
（
名
づ
け
て
應
身
と
爲
す
」
に
し
て
も
、「
以
信
知
（
信

を
以
て
知
る
）」
に
し
て
も
、
漢
譯
經
論
中
で
は
『
佛
性
論
』『
起
信
論
』、
お
よ
び
『
起
信
論
』
に
基
づ
く
疑
經
の
『
釋
摩
訶
衍
論
』

に
し
か
見
え
な
い
。「
妄
心
」「
妄
境
」
な
ど
の
用
語
も
、「
別
復
有
二
種
」「
則
攝
一
切
」「
一
異
俱
」
な
ど
の
表
現
も
、
眞
諦

獻

中
で
は
『
佛
性
論
』
と
『
起
信
論
』
に
し
か
存
在
せ
ず
、
し
か
も
、「
妄
心
」「
妄
境
」「
別
復
有
二
種
」「
則
攝
一
切
」「
一
異
俱
」

な
ど
は
、
す
べ
て
菩
提
流
支
譯
に
先
例
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
例
は
他
に
も
數
多
く
あ
る
。『
佛
性
論
』
は
、
眞
諦
譯

で
な
い
『
起
信
論
』
と
何
ら
か
の
關
係
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
ま
た
菩
提
流
支
譯
の
用
語
・
語
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
閒
違

い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
眞
諦

獻
中
で
は
特
異
な
存
在
で
あ
る
。



眞諦關與 獻の用語と語法―ＮＧＳＭによる比 分析

111

　
『
衆
經
目
錄
』
で
は
「
佛
性
論
四
卷 〈
陳
世
眞
諦
譯
〉」（
大
正
五
五
・
一
四
一
中
）
と
あ
っ
て
、
作
者
の
名
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

譯
者
眞
諦
の
名
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。
內
容
に
關
し
て
も
、
純
然
た
る
飜
譯
と
は
考
え
ら
れ
な
い
點
が
多
い
た
め
、
服
部
正
明
は
、

眞
諦
が
『
寶
性
論
』
を
譯
し
つ
つ
『
攝
大
乘
論
釋
』
と
共
通
す
る
唯
識
解
釋
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
と
見
て
お
り）

38
（

、
高
崎
は
さ
ら

に
一
步
進
め
、
眞
諦
そ
の
人
が
著
し
た）

39
（

可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

た
だ
、『
佛
性
論
』
は
、
眞
諦

獻
に
し
か
見
え
な
い
表
現
や
、
眞
諦

獻
が
用
例
と
し
て
最
も
早
い
表
現
を
多
數
用
い
て
い
る

こ
と
も
事
實
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
不
起
大
悲
」
は
、
唐
代
以
前
の
例
は
『
佛
性
論
』『
起
信
論
』『
中
邊
分
別
論
』
だ
け
で
あ
る
。

「
同
一
眞
如
」「
一
切
邪
執
」
を
初
め
、『
佛
性
論
』『
起
信
論
』『
攝
大
乘
論
釋
』
だ
け
に
見
ら
れ
る
表
現
は
い
く
つ
も
あ
る
ほ
か
、

「
引
出
佛
性
」
と
「
一
切
惑
及
習
氣
」
は
、
大
正
藏
中
で
『
佛
性
論
』
と
『
攝
大
乘
論
釋
』
に
し
か
見
え
ず
、「
二
空
所
顯
」
は
唐
代

以
前
の
經
論
で
は
『
佛
性
論
』
と
『
攝
大
乘
論
釋
』
に
し
か
見
え
な
い
。「
上
心
惑
」
は
、
經
論
で
は
『
佛
性
論
』『
律
二
十
二
明
了

論
』『
攝
大
乘
論
』『
攝
大
乘
論
釋
』『
三
無
性
論
』『
四
諦
論
』『
寶
行
王
正
論
』
に
し
か
見
え
な
い
。「
分
別
依
他
」
も
、『
佛
性
論
』

『
轉
識
論
』『
攝
大
乘
論
釋
』『
中
邊
分
別
論
』『
三
無
性
論
』
以
外
は
隋
以
後
の
例
し
か
な
く
、「
無
分
別
後
智
」
は
、『
佛
性
論
』『
無

上
依
經
』『
解
節
經
』『
攝
大
乘
論
』『
攝
大
乘
論
釋
』『
十
八
空
論
』
以
外
は
唐
以
後
の
例
し
か
な
い
。「
如
理
如
量
」
は
、『
佛
性
論
』

『
無
上
依
經
』『
攝
大
乘
論
釋
』『
十
八
空
論
』『
三
無
性
論
』
以
外
は
、
眞
諦
譯
の
影

を
受
け
た
陳
・
月
婆
首
那
譯
『
勝
天
王
般
若
經）

40
（

』

以
後
の
例
の
み
で
あ
る
。
以
上
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、『
佛
性
論
』『
起
信
論
』『
攝
大
乘
論
釋
』
は
用
語
が
か
な
り
共
通
し
て
い
る
。

　

語
法
の
面
で
も
、
眞
諦

獻
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
「
故
。
故
〜
」
と
い
う
表
現
の
う
ち
、「
故
。
故
經
〜
」
と
い
う
形
は
、
經
論

で
は
『
佛
性
論
』
と
『
俱
舍
釋
論
』
に
見
え
る
の
み
で
あ
り
、「
由
此
義
故
（
此
の
義
に
由
り
て
の
故
に
）」
も
、『
佛
性
論
』『
俱
舍

釋
論
』『
轉
識
論
』『
攝
大
乘
論
』『
攝
大
乘
論
釋
』『
立
世
阿
毘
曇
論
』『
四
諦
論
』
と
い
う
眞
諦

獻
を
除
け
ば
、
隋
唐
の

獻
に

し
か
登
場
し
な
い
。「
故
起
疑
心
」
は
、
大
正
藏
中
で
『
佛
性
論
』
と
『
本
有
今
無
偈
論
』
に
し
か
見
え
ず
、『
佛
性
論
』
で
は
「
釋

曰
」
の
部
分
に
見
え
る
。「
是
義
不
然
故
知
」
は
、
大
正
藏
中
で
『
佛
性
論
』
と
『
金
七
十
論
』
と
唐
・
神
泰
『
俱
舍
論
疏
』
一
例
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し
か
な
い
。

　

こ
う
し
た
例
は
、他
に
も
多
數
存
在
す
る
た
め
、『
佛
性
論
』
が
眞
諦

獻
と
似
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、特
に
『
攝
大
乘
論
釋
』

と
の
一
致
が
目
立
つ
。
內
容
も
、『
寶
性
論
』
に
使
い
こ
な
し
て
お
り
、眞
諦
と
無
緣
で
作
成
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
た
だ
、「
至

得
性
」
の
語
は
、
經
論
で
は
『
佛
性
論
』
以
外
で
は
問
題
の
あ
る
『
顯
識
論
』
に
の
み
見
え
て
い
る
こ
と
は
、
氣
に
か
か
る
點
で
あ

る
。
他
に
も
、「
無
明
惑
」
は
、『
佛
性
論
』『
無
上
依
經
』『
顯
識
論
』『
四
諦
論
』
に
見
え
る
例
が
早
い
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、『
顯

識
論
』
を
含
む
少
數
の
眞
諦

獻
に
見
え
る
表
現
が
、『
佛
性
論
』
で
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
『
佛

性
論
』
と
『
顯
識
論
』
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、『
佛
性
論
』
と
『
顯
識
論
』
で
異
な
る
點
、
ま
た
共
通
表
現
が
多
か
っ
た
『
攝
大
乘
論
釋
』
と
も
異
な
る
點
も
複
數

あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、『
佛
性
論
』
に
は
數
多
く
見
え
て
い
な
が
ら
、『
顯
識
論
』
や
『
攝
大
乘
論
釋
』
に
は
全
く
見
え
な
い
表
現
、

す
な
わ
ち
、
講
義
口
調
を
思
わ
せ
る
口
語
の
「
家
」
で
あ
る
。

　
『
佛
性
論
』
の
「
家
」
の
用
例
の
う
ち
、

若
煩
惱
在
世
閒
離
欲
衆
生
相
續
中
。
爲
不
動
業
增
長
家
因
。（
大
正
三
一
・
八
○
六
下
）

の
「
增
長
家
因
」
に
つ
い
て
、
高
崎
校
注
で
は
、「『
家
』
は
グ
ル
ー
プ
と
い
っ
た
意
味
」（
二
二
五
頁
）
の
よ
う
に
意
味
を
推
測
し

て
い
る
箇
所
も
あ
る
が
、

三
無
分
別
。
分
別
者
。
煩
惱
業
家
習
不
正
思
惟
。（
大
正
三
一
・
八
○
一
下
）

の
「
煩
惱
業
家
習
不
正
思
惟
」
に
つ
い
て
、『
寶
性
論
』
の
「
集
起
煩
惱
因
及
邪
念
等
」（R

. karm
a-kleśasam

udayahetur ayoniśo 

m
anaskāraḥ

）
に
相
當
す
る
と
し
た
う
え
で
、「『
佛
』
の
「
家
習
」
は R

. sam
udaya

に
相
當
す
る
が
正
確
な
意
味
不
詳
」（
一
八
六

〜
七
頁
注
）
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
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此
觀
能
除
眞
實
見
暗
障
。
是
如
來
法
身
至
得
家
因
。（
八
○
二
上
）

の
「
如
來
法
身
至
得
家
因
」
に
つ
い
て
は
、『
寶
性
論
』
のdharm

akāya-prāptihetu

に
當
た
る
と
し
た
う
え
で
、「
家
の
字
義
（
あ

る
い
は
喩
義
）
不
詳
。
前
に
「
家
習
」
と
あ
っ
た
の
と
併
せ
て
檢
討
す
べ
き
で
あ
る
」（
一
九
〇
頁
）
と
述
べ
て
お
り
、
他
の
箇
所

で
も
「
家
」
に
つ
い
て
は
不
詳
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
家
」
は
上
に
述
べ
た
よ
う
に
口
語
表
現
で
あ
り
、
中
國
の
佛
敎

獻
に
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

唐
代
語
錄
硏
究
班
編
『
神
會
の
語
錄
』（
禪

化
硏
究
所
、
二
○
○
六
年
）
は
、
七
二
○
年
か
ら
七
三
○
年
頃
の
成
立
で
あ
る
『
南

陽
和
上
頓
敎
解
脫
禪
門
直
了
性
壇
語
』
中
の
「
卽
燈
之
時
光
家
體
、卽
光
之
時
燈
家
用
」
と
い
う

に
見
ら
れ
る
「
家
」
に
つ
い
て
、

「『
〜
の
側
』『
〜
の
立
場
』
の
意
で
、『
楚
家
』『
寺
家
』『
縣
家
』（
國
や
團
體
、
公
的
機
關
）
は
常
見
の
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
よ

う
に
『
光
家
』『
燈
家
』
と
い
っ
た
一
般
名
詞
に
も
つ
き
、
さ
ら
に
『
無
爲
家
』『
有
爲
家
』（『
傳
燈
錄
』
卷
二
八
馬
祖
示
衆
「
不
盡

有
爲
、
不
住
無
爲
。
有
爲
是
無
爲
家
用
、
無
爲
是
有
爲
家
依
。
不
住
於
依
、
故
云
如
空
無
所
依
」）
や
『
愚
癡
家
』（『
二
入
四
行
論
』

「
不
生
不
滅
是
愚
癡
家
餘
習
、
不
可
用
」）
な
ど
抽
象
的
な
術
語
に
つ
く
例
も
あ
り
、
義
學
の
用
語
と
な
っ
て
い
る
」（
一
○
一
頁
）

と
述
べ
て
い
る）

41
（

。

　

上
で
擧
げ
ら
れ
た

獻
の
う
ち
、『
壇
語
』
は
語
錄
で
あ
り
、『
傳
燈
錄
』
の
場
合
も
馬
祖
の
示
衆
で
あ
っ
て
說
法
、
そ
し
て
『
二

入
四
行
論
』
の
場
合
も
緣
法
師
の
言
葉
で
あ
る
た
め
、
體
用
と
か
有
爲
・
無
爲
と
か
不
生
不
滅
と
い
っ
た
抽
象
的
な
內
容
に
つ
い
て

語
っ
た
言
葉
に
見
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
口
語
表
現
な
の
で
あ
り
、『
佛
性
論
』
の
用
例
か
ら
見
る
限
り
、
現
代
中

國
語
の
「
的
」
に
相
當
す
る
語
の
よ
う
に
見
え
る
。
先
の
『
佛
性
論
』
の
場
合
、「
煩
惱
業
家
習
」
と
は
「
煩
惱
と
業
」
の
「
家
習
」

で
は
な
く
、「
煩
惱
と
業
と
の
習
」
な
の
で
あ
る
。『
俱
舍
釋
論
』
の
「
色
家
色
」
は
梵

テ
キ
ス
ト
の rūpasya rūpam

、「
色
家
生
」

はrūpasyôtpāda

と
對
應
し
て
お
り
、「
家
」
は
「
の
」
に
當
た
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
梵

と
對
應
す
る
以
上
、「
色
家
色
」
と

「
色
家
生
」
に
つ
い
て
は
、
眞
諦
が
原

に
加
え
た
講
釋
部
分
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
口
語
表
現
が
殘
さ
れ
て
い
る
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以
上
、
潤

が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
『
佛
性
論
』
で
は
、
上
で
觸
れ
た
も
の
以
外
の
例
と
し
て
は
、「
取
家
果
」（
八
○
二
下
）、「
增
長
家
因
」（
八
○
七
上
、
三
例
）、「
無

流
業
生
果
家
因
」（
八
○
七
上
、
二
例
）、「
蜂
家
蜜
」（
八
○
八
上
）
が
あ
る
。「
蜂
家
蜜
」
は
「
蜂
の
蜜
＝
蜂
蜜
」
で
あ
っ
て
、「
蜂

の
家
（
巢
）
の
蜜
」
で
な
い
こ
と
は
、
該
當
す
る R

atnagotravibhāga

に
は m

adhu

と
あ
る
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

「
家
」
の
用
例
の
う
ち
、「
至
得
家
因
」
は
本

、「
增
長
家
因
」
は
、
一
例
が
本

で
二
例
が
「
釋
曰
」、「
無
流
業
生
家
因
」
は
、

一
例
が
本

で
一
例
が
「
釋
曰
」、「
蜂
家
蜜
」
は
「
釋
曰
」
で
あ
り
、
本

と
「
釋
曰
」
の
區
別
は
つ
け
が
た
い
。『
佛
性
論
』
の

場
合
、「
釋
曰
」
と
す
る
箇
所
が
實
は
本

と
解
さ
れ
る
場
合
、
ま
た
逆
に
「
釋
曰
」
と
す
べ
き
所
が
そ
う
な
っ
て
お
ら
ず
、
本

に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
、
高
崎
校
注
が
隨
所
で
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
佛
性
論
』
に
關
し
て
言
え
ば
、

「
釋
曰
」
と
さ
れ
る
部
分
に
眞
諦
の
解
釋
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
も
の
の
、
そ
う
し
た
傾
向
は
本

に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
嚴
密
に
は
區
別
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

　
「
怨
家
（
敵
）」「
大
家
（
皆
さ
ん
）」「
自
家
（
自
分
）」
な
ど
廣
く
用
い
ら
れ
て
い
る
例
を
除
く
と
、眞
諦

獻
の
う
ち
、『
佛
性
論
』

以
外
で
こ
う
し
た
口
語
の
「
家
」
の
用
例
が
見
ら
れ
る
の
は
、『
俱
舍
釋
論
』
で
は
「
色
家
」（
三
例
）「
心
家）

42
（

」「
果
報
家
」（
二
例
）、

『
十
八
空
論
』
で
は
「
涅
槃
家
」「
火
家
」「
如
如
家
」
で
あ
る
。
特
に
、『
十
八
空
論
』
の
「
此
是
如
如
家
色
故
、
言
如
如
色
也
（
此

は
是
れ
如
如
の
色
な
る
が
故
に
、「
如
如
色
」
と
言
ふ
な
り
）」（
大
正
三
一
・
八
六
五
下
）
と
あ
っ
て
、
見
事
な
例
と
な
っ
て
い
る
。

他
は
、『
三
無
性
論
』
の
「
有
流
家
」「
集
家
」「
生
家
」「
滅
家
」「
亂
識
家
」「
自
性
家
」（
二
例
）、「
假
家
」、『
隨
相
論
』
の
「
佛
家
」、

『
四
諦
論
』
の
「
聖
家
」「
病
家
」「
壽
命
家
」
な
ど
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
特
徵
は
、「
無
漏
」
と
「
有
流
」「
無
流
」
を
併
用
す
る
『
佛
性
論
』
以
外
の
『
俱
舍
釋
論
』『
十
八
空
論
』『
三
無
性
論
』

『
四
諦
論
』
は
す
べ
て
「
有
流
・
無
流
」
グ
ル
ー
プ
に
屬
す
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
ら
は
眞
諦
の
講
義
錄
と
さ
れ
る

獻
を
多

く
含
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
點
を
考
え
る
と
、
婆
藪
跋
摩
造
と
さ
れ
、
有
部
と
は
異
な
る
法
相
を
說
く
『
四
諦
論
』
も
純
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然
た
る
譯
で
は
な
く
、
眞
諦
の
解
釋
を
か
な
り
含
む
か
、
婆
藪
跋
摩
注
に
基
づ
い
て
眞
諦
が
講
義
し
た
も
の
の
筆
錄
で
あ
っ
た
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る
。

　
『
佛
性
論
』
に
つ
い
て
は
他
に
も
疑
問
な
箇
所
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
先
に
見
た
「
無
流
界
」
に
し
て
も
、『
佛
性
論
』
の
場
合
は
、

二
例
と
も
「
釋
曰
」
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
「
釋
曰
」
と
同
樣
の
性
格
の
注
釋
部
分
（
高
崎
校
注
、
一
八
八
頁
、
二
二
七
頁
）

に
出
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
例
は
、R

atnagotra

の“anāsravakarm
an

（
無
漏
業
）”

を
「
無
流
業
」
と
譯
し
た
う
え
で
の
說
明

で
あ
り
な
が
ら
、anāsrava

の
說
明
と
し
て
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
、高
崎
校
注
が
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、そ
こ
で
は
、「
流

に
三
義
有
り
」
と
し
、
第
一
の
義
と
し
て
「
三
界
の
生
死
に
流
入
」
す
る
こ
と
、
第
二
の
義
と
し
て
「
色
界
に
流
往
」
し
「
欲
界
に

流
下
」
す
る
こ
と
、
第
三
義
と
し
て
堤
が
破
れ
る
と
水
が
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
お
り
、
第
三
義
は 「
漏
れ
る
（ā-√śru

）」

系
の
語
を
原
義
と
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
、第
一
義
と
第
二
義
は
「
流
」
を
流
轉
の
意
味
で
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
て
、

「
無
流
業
」
の
「
流
」
の
說
明
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
あ
る
（
高
崎
校
注
、二
二
七
頁
）。
こ
の
こ
と
は
、『
佛
性
論
』
で
は
、「
無

流
」
は anaāsrava

の
譯
で
あ
り
な
が
ら
、「
流
」
と
い
う
漢
字
に
引
き
ず
ら
れ
た
解
釋
が
な
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
示
す
も
の
と
言

え
よ
う
。
あ
る
い
は
、こ
う
し
た
傾
向
は
、『
無
上
依
經
』
が
、渡
り
超
え
る
べ
き
「
有
」
の
「
流
れ
」（bhava

の ogha

）
を
「
有
流
」

と
呼
ん
で
い
た
頃
か
ら
の
も
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
佛
性
論
』
と
『
起
信
論
』
の
關
係
に
つ
い
て
は
別
稿
で
詳
し
く
論
じ
る
豫
定
だ
が
、
こ
れ
ま
で
檢
討
し
て
き
た
こ
と
か
ら
見
て
、

『
佛
性
論
』
に
つ
い
て
は
眞
諦

獻
の
中
で
も
異
質
な
存
在
で
あ
り
、
慧
愷
が
關
わ
っ
た
代
表
的
な

獻
と
は
異
な
る
狀
況
に
お
い

て
成
立
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
眞
諦
の
佚

を
硏
究
す
る
に
當
っ
て
は
、
眞
諦
譯
と
さ
れ
て
き
た

獻
そ
の
も
の
の
見
直
し
も

竝
行
し
て
進
め
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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注

（
1
） 
高
崎
直
道
「
佛
性
論 

解
題
」（
高
崎
直
道
・
柏
木
弘
雄
『
國
譯
大
藏
經 

佛
性
論
・
大
乘
起
信
論
（
新
・
舊
二
譯
）』（
大
藏
出
版
、
二
○
○
五
年
）

三
一
頁
。

（
2
） 

槪
要
と
有
效
性
に
つ
い
て
は
、
石
井
「
佛
敎
學
に
お
け
るN

-gram

の
活
用
」（『
明
日
の
東
洋
學
』
第
八
號
、
二
○
○
二
年
八
月
、http://

ricas.ioc.u-tokyo.ac.jp/pub/pdf/nl008.pdf

）、
處
理
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
、
山
田
崇
仁
氏
「
睡
人
亭
」
サ
イ
ト
（http://w

w
w

. shuiren.

org/chuden/teach/n-gram
/index-j.htm

l

、http://w
w

w
.japanese.gr.jp/tools/ngm

erge/

）
參
照
。

（
3
） 

靑
原
令
知
「
德
慧
の
『
隨
相
論
』」（『
印
佛
硏
』
第
四
十
一
卷
二
號
、
二
○
○
三
年
三
月
）
は
、
眞
諦
が
「
德
慧
の
解
釋
に
も
と
づ
い
て
『
俱

舍
論
』
の
重
要
箇
所
を
講
じ
」
た
も
の
と
す
る
（
九
七
七
頁
）。

（
4
） 

宇
井
伯
壽
『
印
度
哲
學
硏
究
（
第
六
）』（
甲
子
社
書
房
、
一
九
三
○
年
）
二
○
一
〜
二
頁
。

（
5
） 

船
山
徹
「
眞
諦
三
藏
の
著
作
の
特
徵
―
中
印

化
交
涉
の
例
と
し
て
―
」（『
關
西
大
學 

東
西

化
硏
究
所
紀
要
』
第
三
十
八
輯
、二
○
○
五
年
）

一
一
五
〜
六
頁
。

（
6
） 

吉
津
宜
英
「
眞
諦
三
藏
譯
出
經
律
論
硏
究
誌
」（『
駒
澤
大
學
佛
敎
學
部
硏
究
紀
要
』
第
六
十
一
號
、
二
○
○
三
年
）
で
は
、
現
存
本
に
つ
い

て
は
疑
僞
に
部
類
に
入
れ
る
も
の
の
、
早
い
時
期
の
『
十
八
部
論
』
は
異
な
っ
て
い
た
と
推
測
す
る
（
二
四
六
頁
）。

（
7
） 

大
竹
晉
校
註
『
法
華
經
論
・
無
量
壽
經
論
他
』
新
國
譯
大
藏
經
・
釋
經
論
部
18
、「『
遺
敎
經
論
』
解
題
」（
大
藏
出
版
、
二
○
一
一
年
）
で
は
、

本
書
は
菩
提
流
支
譯
の
ヴ
ァ
ス
バ
ア
ン
ド
ゥ
の
論
に
親
し
ん
で
い
た
も
の
の
梵

を
知
ら
な
い
地
論
宗
の
人
物
が
、
そ
の

體
を
模
倣
し
て

僞
作
し
て
流
布
さ
せ
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
（
四
○
○
頁
）。

（
8
） 

今
西
順
吉
「
四
聖
諦
と
ブ
ッ
ダ
」（『
國
際
佛
佛
敎
學
大
學
院
大
學
硏
究
紀
要
』
第
十
號
、
二
○
○
六
年
三
月
）
十
八
頁
。

（
9
） 

大
竹
、
注
（
7
）
前
揭
書
、「『
涅
槃
經
本
有
今
無
偈
論
』
解
題
。

（
10
） Takakusu, Junjiro, “The Life of Vasu-bandhu by Param

ârtha ( A
.D

.499-569) ”.

（
11
） Takasaki, Jikido, “Structure of the A

nuttarāśrayasūtra ( W
u-shang-yi-ching) ”

（『
印
佛
硏
』
第
八
卷
二
號
、
一
九
六
○
年
三
月
）
は
、
こ
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の
經
典
の
編
纂
者
は
眞
諦
が
屬
し
て
い
た
グ
ル
ー
プ
の
誰
か
と
す
る
。

（
12
） 『
續
高
僧
傳
』
眞
諦
傳
で
は
、「
沙
門
慧
愷
等
に
對
し
て
『
廣
義
法
門
經
』
及
び
『
唯
識
論
』
等
を
飜
」
し
た
と
す
る
（
大
正
五
○
・
四
三
○
上
）

が
、『
廣
義
法
門
經
』
は
「
何
等
爲
三
。
一
〜
、
二
〜
」「
何
等
爲
七
。
一
〜
、
二
〜
」
と
い
っ
た
形
の
表
現
を
五
例
用
い
て
お
り
、
特
徵
が

有
る
の
に
對
し
、
眞
諦

獻
で
は
、
こ
の
表
現
は
初
期
の
『
無
上
依
經
』
に
二
例
、
年
代
不
明
の
『
佛
性
論
』
に
一
例
見
え
る
の
み
で
あ
り
、

慧
愷
が
關
わ
っ
た

獻
で
は
『
攝
大
乘
論
』『
攝
大
乘
論
釋
』
に
各
一
例
見
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
他
に
も
『
廣
義
法
門
經
』
は
慧
愷
參
加

以
前
の
譯
で
あ
る
『
中
邊
分
別
論
』
だ
け
に
見
え
る
「
修
習
正
勤
」
の
句
を
用
い
る
な
ど
、
慧
愷
が
筆
受
を
勤
め
た

獻
の
術
語
・
語
法
と

は
か
な
り
異
な
る
た
め
、
慧
愷
が
深
く
關
與
し
た
と
は
考
え
が
た
い
。

（
13
） 

赤
沼
智
善
・
西
尾
京
雄
『
國
譯
一
切
經 

毘
曇
部 

六
』「
三
彌
底
部
論
解
題
」（
大
東
出
版
、
一
九
三
四
年
）。

（
14
） 

並
川
孝
儀
「
チ
ベ
ッ
ト
譯
『
有
爲
無
爲
決
擇
』
の
正
量
部
攝
と
『
律
二
十
二
明
了
論
』」（
加
藤
純
章
博
士
還
曆
記
念
論
集
刊
行
委
員
會
編
『
ア

ビ
ダ
ル
マ
佛
敎
と
イ
ン
ド
思
想
』）
の
注
七
（
一
九
三
頁
）
で
は
、『
舍
利
弗
阿
毘
曇
論
』
の
不
善
行
に
關
す
る
說
が
、
正
量
部
說
に
似
て
い

て
僅
か
に
異
な
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。『
舍
利
弗
阿
毘
曇
論
』
は
眞
諦

獻
と
し
ば
し
ば
用
語
・
語
法
が
一
致
し
て
お
り
、

そ
の
場
合
は
、『
涅
槃
經
集
解
』
に
も
用
例
が
見
え
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
こ
と
は
、
眞
諦
と
そ
の
飜
譯
グ
ル
ー
プ
の
學
系
を
考
え
る
う
え
で

重
要
で
あ
る
。

（
15
） 

岡
野
潔
「
イ
ン
ド
正
量
部
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

獻
、
立
世
阿
毘
曇
論
」（『
中
央
學
術
硏
究
所
紀
要
』
第
二
十
七
號
、
一
九
九
八
年
十
二
月
）。

（
16
） 

今
後
は
、
眞
諦

獻
す
べ
て
に
つ
い
て
Ｎ
Ｇ
Ｓ
Ｍ
處
理
を
行
い
、
複
數

獻
に
見
え
て
い
て
『
佛
性
論
』
に
登
場
し
な
い
用
例
を
自
動
的
に

抽
出
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
荒
牧
典
俊
「
序
章 

北
朝
後
半
期
佛
敎
思
想
史
序
說
」（
荒
牧
典
俊
、
荒
牧
編
著
『
北
朝
隋
唐 

中
國
佛
敎
思
想
史
』

法
藏
館
、二
○
○
○
年
）
が
『
起
信
論
』
の
作
者
と
推
定
す
る
曇
延
の
『
起
信
論
義
疏
』、そ
し
て
、池
田
將
則
「
敦
煌
出
土
北
朝
後
半
期
『
敎

理
集
成

獻
』（
俄
Φ
一
八
〇
）
に
つ
い
て
―
撰
者
は
曇
延
か
―
」（
東
國
大
學
校
佛
敎

化
硏
究
所
編
『
地
論
思
想
の
形
成
と
變
容
』
國
書

刊
行
會
、
二
○
一
○
年
）
が
曇
延
の
著
作
の
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
Φ
一
八
○
と
も
比

し
た
が
、
別
稿
で
論
ず
る
。

（
17
） 

末
村
正
代
「『
寶
性
論
』
と
『
佛
性
論
』
―
如
來
藏
の
十
義
に
お
け
る
客
塵
煩
惱
―
」（（『
宗
敎
硏
究
』 

第
八
十
三
卷
四
號
、二
○
一
○
年
三
月
）。

（
18
） 

佛
性
關
連
の
例
と
し
て
は
、
小
菅
陽
子
「
吉
藏
『
仁
王
經
疏
』
に
つ
い
て
―
釋
二
諦
品
・「
三
種
佛
性
說
」
を
中
心
に
―
」（『
印
佛
硏
』
第
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五
十
四
卷
二
號
、
二
○
○
六
年
三
月
）。

（
19
） 『
大
乘
玄
論
』
に
つ
い
て
は
、「
八
不
義
」
な
ど
均
正
選
述
部
分
の
混
在
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
著
者
に
つ
い
て
は
再
檢
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
20
） 
宇
井
、
注
（
4
）
前
揭
書
、
一
二
三
〜
一
二
八
頁
。

（
21
） 

こ
の
用
語
の
選
擇
に
當
っ
て
は
船
山
徹
敎
授
か
ら
示
唆
を
受
け
た
點
が
あ
り
、
感
謝
す
る
。

（
22
） 

平
川
彰
『
律
藏
の
硏
究
Ⅰ
』（
平
川
彰
著
作
集
第
九
卷
、
春
秋
社
、
一
九
九
六
年
）
二
六
九
頁
。

（
23
） 

宇
井
、
注
（
4
）
前
揭
書
、
三
八
一
頁
。

（
24
） 

船
山
、
注
（
5
）
前
揭
論

、
一
一
五
頁
。

（
25
） 

宇
井
、
注
（
4
）
前
揭
書
、
三
八
一
〜
二
頁
。

（
26
） 

校
異
に
よ
れ
ば
、
宋
・
元
本
は
「
人
名
」
を
闕
い
て
お
り
、
ま
た
宋
・
元
・
明
三
本
で
は
「
附
三
秦
錄
」
に
作
る
。

（
27
） 

崔
恩
英
「
初
期
中
國
佛
敎
に
お
け
る
小
乘
佛
敎
の
受
容
に
つ
い
て
―
吉
藏
の
正
量
部
に
對
す
る
解
釋
を
中
心
と
し
て
―
」（『
印
佛
硏
』
第

五
十
九
卷
二
號
、
二
○
一
一
年
三
月
）
は
、
正
量
部
に
關
す
る
吉
藏
の
知
識
は
『
隨
相
論
』
を
通
し
て
得
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
論
じ
て

お
り
、
有
益
で
あ
る
。『
隨
相
論
』
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
吉
藏
は
現
存
す
る
眞
諦

獻
だ
け
で
な
く
、
現
存
し
な
い
眞
諦
の
講

義
錄
な
ど
も
用
い
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
吉
藏
の
著
作
の
う
ち
、
眞
諦

獻
特
有
の
用
語
・
語
法
が
見
え
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
佚

を
利
用
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
檢
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
28
） 『
俱
舍
論
』
の
梵
語
と
漢
譯
に
つ
い
て
は
、
平
川
彰
他
『
俱
舍
論
索
引
』（
第
一
部
・
第
二
部
）、
大
藏
出
版
、
一
九
七
三
年
、
一
九
七
七
年
）

に
よ
る
。

（
29
） 

高
崎
、
注
（
1
）
前
揭
書
、
二
三
○
頁
。

（
30
） 「
法
卷
」
に
作
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
が
、
僧
名
と
し
て
は
考
え
に
く
い
。
お
そ
ら
くD

harm
am

itra

（
法
眷
）
で
あ
ろ
う
。

（
31
） 

眞
諦
譯
と
さ
れ
る
正
量
部

獻
の
う
ち
、『
立
世
阿
毘
曇
論
』
は
、
中
閒
劫
の
劫
末
期
に
つ
い
て
、「
時
有
一
人
合
集
剡
浮
提
內
男
女
。
唯
餘

一
萬
留
爲
當
來
人
種
。
於
是
時
中
皆
行
非
法
。
唯
此
萬
人
能
持
善
行
。
諸
善
鬼
神
欲
令
人
種
不
斷
絕
故
。
擁
護
是
人
以
好
滋
味
令
入
其
毛
孔
。

以
業
力
故
於
劫
中
閒
。
留
人
種
子
自
然
不
斷
。
過
七
日
後
是
大
疫
病
一
時
息
滅
。
一
切
惡
鬼
皆
悉
捨
去
」（
大
正
三
二
・
二
一
六
中
、二
一
八
中
。
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二
二
○
上
〜
中
も
ほ
ぼ
同
じ
）
と
述
べ
、
善
行
を
保
っ
て
い
た
一
萬
人
の
み
が
生
き
殘
っ
て
「
人
の
種
」
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。『
立
世
阿

毘
曇
論
』
の
こ
の
記
述
、
お
よ
び
そ
れ
に
對
應
す
る
パ
ー
リ

獻
、Lokapaňňatti

と
、
梵
語

獻
の M

ahāsaṃ
vartanīkathā 

の
そ
の
箇
所

に
著
目
す
る
岡
野
潔
「
イ
ン
ド
佛
敎
正
量
部
の
終
末
觀
」（『
哲
學
年
報
』
第
六
十
二
號
、
二
○
○
三
年
三
月
）
は
、
イ
ン
ド
佛
敎
中
、
正
量

部
の
み
が
西
ア
ジ
ア
の
宗
敎
に
見
ら
れ
る
終
末
觀
に
近
い
思
想
を
說
い
て
い
た
と
す
る
。
上
記
の
「
人
の
種
」
と
い
う
考
え
は
、
六
朝
道
敎

に
見
ら
れ
る
「
種
民
」「
種
人
」
の
思
想
に
き
わ
め
て
似
て
い
る
。
小
林
正
美
『
六
朝
道
敎
史
硏
究
』
第
三
篇
第
一
章
「
道
敎
の
終
末
論
」（
創

社
、
一
九
九
○
年
）
で
は
、
種
民
の
思
想
に
は
佛
敎
の
劫
災
の
思
想
の
影

が
あ
る
と
し
て
い
る
。
種
民
の
思
想
は
東
晉
の
中
頃
か
ら
と

さ
れ
て
い
る
た
め
、
眞
諦
譯
『
立
世
阿
毘
曇
論
』
の
影

と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
正
量
部
の
劫
末
思
想
と
道
敎
の
種
民
の
思
想
は
樣
々

な
點
で
共
通
す
る
點
が
見
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
た
い
。

（
32
） Funayam

a, Toru, “The w
ork of Param

ārtha: A
n exam

ple of Sino-Indian crossculturalexchange.” Journal of the International A
ssoci-

ation of B
uddhist Studies,31-1/2 ( 2008) , p.146.

（
33
） 

宇
井
、
注
（
1
）
前
揭
書
。
高
崎
直
道
「
眞
諦
三
藏
の
譯
經
」（『
森
三
樹
三
郞
博
士
頌
壽
記
念 

東
洋
學
論
集
』
朋
友
書
店
、
一
九
七
九
年
）。

船
山
、
注
（
5
）
前
揭
論

、
同
「「
漢
譯
」
と
「
中
國
撰
述
」
の
閒
―
漢

佛
典
に
特
有
な
形
態
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
佛
敎
史
硏
究
』
第

四
十
五
卷
一
號
、
二
○
○
二
年
）
ほ
か
。

（
34
） 

元
曉
が
『
起
信
論
』
に
基
づ
い
て
和
諍
の
思
想
を
展
開
し
た
こ
と
は
有
名
だ
が
、『
起
信
論
』
自
體
は
論
爭
の
調
停
に
關
す
る
記
述
は
な
い
た

め
、
い
ず
れ
の
經
論
も
道
理
が
あ
る
と
す
る
和
諍
の
議
論
は
、
複
數
の
「
道
理
」
の
竝
立
を
說
く
『
佛
性
論
』
に
よ
る
面
も
大
き
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

（
35
） 

高
崎
、
注
（
1
）
前
揭
書
、
一
九
頁
。

（
36
） 

竹
村
牧
男
『
大
乘
起
信
論
讀
釋
』（
山

房
佛
書
林
、
一
九
八
五
年
）。
高
崎
直
道
「『
大
乘
起
信
論
』
の
語
法
―
「
依
」「
以
」「
故
」
等
の
用

法
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
早
稻
田
大
學
大
學
院

學
硏
究
科
紀
要
（
哲
學
・
史
學
篇
）』
第
三
十
七
輯
、
一
九
九
二
年
二
月
）。
大
竹
晉
「『
大
乘

起
信
論
』
の
唯
識
說
と
『
入
楞
伽
經
』」（『
哲
學
・
思
想
論
叢
』
第
二
十
二
號
、
二
○
○
四
年
一
月
）
ほ
か
。

（
37
） 

石
井
公
成
「『
大
乘
起
信
論
』
の
用
語
と
語
法
の
傾
向
」（『
印
佛
硏
』
第
五
十
二
卷
一
號
、
二
○
○
三
年
十
二
月
）
二
八
七
頁
。
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（
38
） 

服
部
「
佛
性
論
の
一
考
察
」（『
佛
敎
史
學
』
第
四
卷
三
・
四
號
、
一
九
五
五
年
八
月
）。

（
39
） 
高
崎
直
道
『
如
來
藏
思
想
Ⅱ
』「
眞
諦
譯
・
攝
大
乘
論
世
親
釋
に
お
け
る
如
來
藏
說
―
寶
性
論
と
の
關
聯
―
」（
法
藏
館
、
一
九
八
九
年
）

（
40
） 
篠
田
正
成
「
勝
天
王
般
若
經
に
お
け
る
無
上
依
經
と
の
類
似

」（『
印
佛
硏
』
第
十
三
卷
二
號
、
一
九
六
五
年
三
月
）。

（
41
） 

同
書
の
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
駒
澤
大
學
の
程
正
氏
の
ご
敎
示
に
よ
る
。

（
42
） 

宋
元
明
三
本
は
、「
心
家
」
を
「
心
寂
」
に
作
る
。「
家
」
の
用
法
が
分
か
ら
な
く
な
り
、「
家
」
に
似
た
字
形
で
あ
る
「
寂
」
の
異
體
字
と
判

斷
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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眞
諦
『
九
識
章
』
を
め
ぐ
っ
て

大　

竹　
　
　

晉

は
じ
め
に

　

イ
ン
ド
佛
敎
に
お
い
て
、
大
乘
の
瑜
伽
師
は
、
聲
聞
乘
に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
る
六
識
（
眼
識
・
耳
識
・
鼻
識
・
舌
識
・
身
識
・

意
識
）
の
他
に
、
第
七
識
と
第
八
識
と
を
認
め
て
八
識
說
を
說
い
た
。
第
七
識
は
染
汚
意
（kliṣṭa-m

anas.

〝
汚
染
さ
れ
た
意
〞）
と

し
て
根
源
的
な
我
執
の
基
盤
と
な
り
、
第
八
識
は
器
世
閒
（bhājana-loka.

〝
外
的
環
境
〞。
色
・
聲
・
香
・
味
・
觸
）
と
五
色
根

（pañca rūpīndriyāṇi.

〝
五
つ
の
物
質
的
感
官
〞。
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
）
と
五
色
根
の
所
依
處
（
肉
體
。
色
・
香
・
味
・
觸
）
と

を
自
ら
の
う
ち
に
顯
現
さ
せ
、
八
識
す
べ
て
の
種
子
（bīja.
〝
潛
在
的
狀
態
〞）
を
自
ら
の
う
ち
に
收
藏
す
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
（ālaya-

vijñāna.

〝
藏
で
あ
る
識
〞）
と
し
て
瑜
伽
師
の
唯
識
說
（
唯
心
論
）
の
根
據
と
な
る
。

　

し
か
る
に
、
中
國
佛
敎
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
瑜
伽
師
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
來
中
イ
ン
ド
僧
、
眞
諦
（Param

ārtha. 

四
九
九
〜

五
六
九
）
は
八
識
の
他
に
第
九
識
を
認
め
て
九
識
說
を
說
い
た
と
傳
承
さ
れ
る
。
そ
の
傳
承
に
よ
れ
ば
、
第
九
識
は
阿
摩
羅
識

（* am
ala-vijñāna.

〝
無
垢
な
る
識
〞）
と
し
て
眞
如
の
異
名
と
規
定
さ
れ
る
。
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こ
の
九
識
說
は
、
從
來
、
多
く
の
硏
究
者
の
關
心
を
惹
い
て
き
た
。
た
だ
し
、
九
識
說
を
イ
ン
ド
佛
敎
側
の
資
料
の
う
ち
に
見
出

だ
す
こ
と
は
い
ま
だ
成
功
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
せ
い
も
あ
っ
て
、
九
識
說
を
眞
諦
の
直
說
で
な
く
、
眞
諦
以
降
の
漢
人
の
說
と
見

な
す
假
說
も
根
强
く
あ
る）

1
（

。
小
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
假
說
を
暫
定
的
に
〝
九
識
說
中
國
佛
敎
起
源
說
〞
と
呼
ぶ
。

　

中
國
佛
敎
側
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
眞
諦
に
は
『
九
識
義
記
』『
九
識
論
』『
九
識
章
』
な
ど
と
い
う
異
な
っ
た
書
名
に
よ
っ
て
呼
ば

れ
る
著
書
が
あ
っ
た
ら
し
い
が）

2
（

、
そ
の
著
書
は
わ
ず
か
な
佚

あ
る
い
は
言
及
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
み
で
現
存
し
な
い
。
そ
れ
ら

の
佚

あ
る
い
は
言
及
の
う
ち
若
干
の
も
の
は
九
識
說
を
說
い
て
い
る
が
、
九
識
說
中
國
佛
敎
起
源
說
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
佚

あ
る
い
は
言
及
は
眞
諦
の
直
說
で
な
く
、
眞
諦
以
降
の
漢
人
の
說
と
見
な
さ
れ
る
。

　

小
稿
に
お
い
て
、
筆
者
は
、
唐
の
圓
測
（
六
一
三
〜
六
九
六
）
の
著
書
か
ら
回
收
さ
れ
る
『
九
識
章
』
の
佚

あ
る
い
は
言
及
の

す
べ
て
を
檢
討
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、『
九
識
章
』
が
眞
諦
の
直
說
で
あ
る
こ
と
、
九
識
說
中
國
佛
敎
起
源
說
が
成
り
立
た
な
い
こ

と
を
指
摘
し
て
み
た
い
。
な
ぜ
『
九
識
章
』
の
み
を
檢
討
對
象
と
し
、な
ぜ
圓
測
の
著
書
の
み
を
回
收
範
圍
と
す
る
の
か
と
い
え
ば
、

以
下
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
。

　

ま
ず
、な
ぜ
『
九
識
章
』
の
み
を
檢
討
對
象
と
す
る
の
か
と
い
え
ば
、現
時
點
に
お
い
て
は
、『
九
識
義
記
』『
九
識
論
』『
九
識
章
』

な
ど
と
い
う
異
な
っ
た
書
名
に
よ
っ
て
呼
ば
れ
る
著
書
が
は
た
し
て
同
一
の
著
書
を
指
し
て
い
る
か
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

あ
る
い
は
眞
諦
以
外
の
人
物
の
著
書
が
混
じ
っ
て
い
る
可
能
性
も
皆
無
で
な
い
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
佚

あ
る
い
は
言
及

を
初
め
か
ら
取
り
混
ぜ
て
檢
討
す
る
の
で
な
く
、
異
な
っ
た
書
名
ご
と
に
佚

あ
る
い
は
言
及
を
ま
と
め
て
檢
討
し
、
そ
の
の
ち
に

異
な
っ
た
書
名
ご
と
の
檢
討
成
果
を
互
い
に
比

し
つ
つ
檢
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
小
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、『
九

識
章
』
の
み
を
檢
討
對
象
と
し
た
い
。

　

次
に
、
な
ぜ
圓
測
の
著
書
の
み
を
回
收
範
圍
と
す
る
の
か
と
い
え
ば
、『
九
識
章
』
を
め
ぐ
る
佚

あ
る
い
は
言
及
の
ほ
と
ん
ど

は
圓
測
の
著
書
か
ら
回
收
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
玄
奘
（
六
〇
二
〜
六
六
四
）
歸
國
以
前
に
眞
諦
の
系
統
の
唯
識
說
を
學
ん
だ
經
驗
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を
持
ち
眞
諦
の
著
書
を
廣
範
に
利
用
で
き
る
環
境
に
あ
っ
た
圓
測
の
著
書
か
ら
回
收
さ
れ
る
も
の
が
初
唐
に
お
い
て
眞
諦
の
著
書
と

認
め
ら
れ
て
い
た
『
九
識
章
』
の
か
た
ち
を
正
確
に
傳
え
る
も
の
で
あ
る
の
に
對
し
、
圓
測
の
著
書
以
外
か
ら
回
收
さ
れ
る
も
の
は

日
本
の
平
安
時
代
末
期
の
珍
海
（
一
〇
九
一
〜
一
一
五
二
）
の
著
書
か
ら
の
一
件
に
す
ぎ
ず）

3
（

、
數
が
少
な
い
上
、
や
や
時
代
が
く
だ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
均
質
性
を
重
視
す
る
場
合
に
は
圓
測
の
著
書
か
ら
回
收
さ
れ
る
も
の
と
區
別
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
小
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
圓
測
の
著
書
の
み
を
回
收
範
圍
と
し
た
い
。

　

圓
測
の
著
書
か
ら
回
收
さ
れ
る
『
九
識
章
』
の
佚

あ
る
い
は
言
及
は
次
の
四
つ
で
あ
る
。

【

１
】　

眞
諦
三
藏
依
『
決
定
藏
論
』、
立
九
識
義
、
如
九
識
品
說
。
言
九
識
者
、
眼
等
六
識
、
大
同
識
（
諸
？
）
論
。
第
七
阿

陀
那
、
此
云
執
持
。
執
持
第
八
、
爲
我
我
所
。
唯
煩
惱
障
、
而
無
法
執
。
定
不
成
佛
。
第
八
阿
梨
耶
識
、
自
有
三
種
。
一
解
性

梨
耶
、
有
成
佛
義
。
二
果
報
梨
耶
、
緣
十
八
界
。
故
『
中
邊
分
別
』
偈
云
、「
根
塵
我
及
識
、
本
識
生
似
彼
」。
依
彼
『
論
』
等
、

說
第
八
識
緣
十
八
界
。
三
染
汚
阿
梨
耶
、
緣
眞
如
境
、
起
四
種
謗
。
卽
是
法
執
、
而
非
人
執
。
依
安
慧
宗
、
作
如
是
說
。
第
九

阿
摩
羅
識
、
此
云
無
垢
識
、
眞
如
爲
體
。
於
一
眞
如
、
有
其
二
義
。
一
所
緣
境
、
名
爲
眞
如
及
實
際
等
。
二
能
緣
義
、
名
無
垢

識
、
亦
名
本
覺
。
具
如
『
九
識
章
』
引
『
決
定
藏
論
』
九
識
品
中
說
。（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
三
。
續
一
・
三
四
・
四
・

三
六
〇
表
下
〜
裏
上
。
新
續
二
一
・
二
四
〇
中
下
）

　

眞
諦
三
藏
は
『
決
定
藏
論
』
に
よ
っ
て
九
識
說
を
主
張
し
た
。
九
識
品
に
お
い
て
說
か
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
九
識

と
言
う
の
は
、
眼
な
ど
の
六
識
に
つ
い
て
は
、
諸
論
と
お
お
む
ね
同
じ
で
あ
る
。

　

第
七
阿
陀
那
〔
識
〕
は
、
當
地
に
お
い
て
執
持
と
呼
ば
れ
る
。
第
八
〔
識
〕
を
〝
我
で
あ
る
。
我
所
で
あ
る
〞
と
執
持
す

る
。
た
だ
煩
惱
障
の
み
で
あ
り
、
法
執
は
な
い
。
か
な
ら
ず
佛
に
な
ら
な
い
。
第
八
阿
梨
耶
識
は
三
種
類
あ
る
。
第
一
は
解

性
梨
耶
で
あ
り
、
佛
に
な
る
も
の
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
。
第
二
は
果
報
梨
耶
で
あ
り
、
十
八
界
を
所
緣
と
す
る
。
ゆ
え



124

に
『
中
邊
分
別
論
』
の
偈
は
「〔
五
〕
根
と
〔
六
〕
境
と
我
（
＝
意
根
）
と
〔
六
〕
識
と
。
本
識
（
＝
阿
梨
耶
識
）
は
そ
れ

ら
と
し
て
顯
現
す
る）

4
（

」
と
言
っ
て
い
る
。
か
の
『
論
』
な
ど
に
よ
っ
て
、
第
八
識
は
十
八
界
を
所
緣
と
す
る
と
說
い
た
。
第

三
は
染
汚
阿
梨
耶
で
あ
り
、
眞
如
と
い
う
境
を
所
緣
と
し
、〔
有
・
無
・
非
有
非
無
・
亦
有
亦
無
と
い
う
〕
四
種
類
の
謗
を

起
こ
す
。
法
執
で
あ
る
が
、
人
執
で
な
い
。〔
第
七
阿
陀
那
識
と
第
八
阿
梨
耶
識
と
に
つ
い
て
は）

5
（

、〕
安
慧
宗
に
よ
っ
て
、
こ

の
よ
う
な
說
を
主
張
し
た
。

　

第
九
阿
摩
羅
識
は
、
當
地
に
お
い
て
無
垢
識
と
呼
ば
れ
、
眞
如
を
そ
の
あ
り
か
た
と
す
る
。
一
な
る
眞
如
に
お
い
て
、
二

つ
の
意
味
合
い
が
あ
る
。
第
一
は
所
緣
た
る
境
で
あ
り
、
眞
如
や
實
際
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
第
二
は
能
緣
と
い
う
意
味
合
い

で
あ
り
、
無
垢
識
と
呼
ば
れ
、
本
覺）

6
（

と
呼
ば
れ
も
す
る
。

　

く
わ
し
く
は
『
九
識
章
』
が
『
決
定
藏
論
』
九
識
品
を
引
用
す
る
中
に
お
い
て
說
か
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

【

２
】　

又
眞
諦
云
、〝
阿
摩
羅
識
反
照
自
體
。〞（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
三
。
續
一
・
三
四
・
四
・
三
六
〇
裏
下
。
新
續

二
一
・
二
四
一
上
）

　

さ
ら
に
眞
諦
は
〝
阿
摩
羅
識
が
反
っ
て
自
ら
を
觀
照
す
る
〞
と
言
っ
て
い
る
。

【

３
】　

一
眞
諦
三
藏
總
立
九
識
。
一
阿
摩
羅
識
、
眞
如
本
覺
爲
性
。
在
纏
名
如
來
藏
、
出
纏
名
法
身
。
阿
摩
羅
識
、
此
云
無

垢
識
。
如
『
九
識
章
』。
餘
之
八
識
、
大
同
諸
師
。（
圓
測
『
仁
王
經
疏
』
卷
中
本
。
大
正
三
三
・
四
〇
〇
中
）

　

第
一
に
眞
諦
三
藏
は
全
部
で
九
識
を
主
張
す
る
。
第
一
に
阿
摩
羅
識
は
眞
如
本
覺
を
そ
の
あ
り
か
た
と
す
る
。
纏
の
う
ち

に
あ
る
も
の
は
如
來
藏
と
呼
ば
れ
、
纏
か
ら
出
た
も
の
は
法
身
と
呼
ば
れ
る
。
阿
摩
羅
識
は
當
地
に
お
い
て
無
垢
識
と
呼
ば

れ
る
。『
九
識
章
』
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
他
の
八
識
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
諸
師
と
同
じ
で
あ
る
。
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【

４
】　

眞
諦
三
藏
『
九
識
章
』
云
、〝
問
。『
大
本
』
云
、「
緣
覺
十
千
劫
到
」、
到
何
位
、
是
何
宗
。
答
。
此
是
客
（
頭
註
曰
、

客
異
作
寂
）
宗
意
、
除
三
界
或
（
惑
？
）、
迴
心
學
大
乘
、
入
十
信
、
信
法
如
如
。〞
准
知
眞
諦
亦
說
十
信
爲
所
到
處
。（
圓
測
『
解

深
密
經
疏
』
卷
四
。
續
一
・
三
四
・
四
・
三
九
一
表
下
〜
裏
上
。
新
續
二
一
・
二
七
一
中
）

　

眞
諦
三
藏
の
『
九
識
章
』
は
〝
質
問
。『
大
般
涅
槃
經
』
が
「
緣
覺
は
十
千
劫
か
か
っ
て
到
る）

7
（

」
と
言
う
の
は
、
い
か
な

る
位
に
到
る
の
で
あ
り
、
い
か
な
る
趣
旨
で
あ
る
の
か
。
回
答
。
こ
れ
は
〔
小
乘
か
ら
の
〕
客
を
迎
え
る
趣
旨
が
意
圖
さ

れ
て
お
り
、〔
緣
覺
が
〕
三
界
の
惑
を
除
去
し
た
の
ち
、
迴
心
し
て
大
乘
を
學
び
、
十
信
に
入
り
、
法
の
如
如
（
＝
眞
如
）

を
信
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る
〞
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
準
據
し
て
、
眞
諦
も
ま
た
十
信
を
〔
迴
心
し
た
緣
覺
が
初
め
に
〕

到
る
べ
き
と
こ
ろ
と
說
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一　

眞
諦
撰
述
說
の
證
據
の
提
示

（
一
）　
『
九
識
章
』
と
『
仁
王
般
若
經
疏
』
と
の
竝
行
關
係

　

上
記
の
四
つ
の

の
う
ち
、
初
め
の
三
つ
の

は
い
ず
れ
も
眞
諦
『
仁
王
般
若
經
疏
』
の

と
の
竝
行
關
係
を
有
し
て
い
る
。
ま

ず
、【

１
】【

２
】
に
關
し
て
、『
仁
王
般
若
經
』
の

「
是
故
、
一
切
法
性
眞
實
空
」（
大
正
八
・
八
二
五
下
）
に
對
す
る
『
仁

王
般
若
經
疏
』
の
解
釋
を
見
て
み
た
い
。

分
爲
五
義
。
一
者
立
名
。
謂
「
眞
實
空
」、
眞
如
實
際
等
〈『
大
般
若
』
十
二
名
等
〉。
二
相
。
不
定
有
無
等
。
三
義
。
能
知
可

知
更
無
別
體
。
解
云
。
本
覺
反
照
自
體
。
第
九
識
卽
『
智
度
論
』
第
一
義
悉
檀
。
四
略
分
拆
。
道
前
不
淨
・
道
後
淨
、
有
垢
・
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無
垢
。
五
廣
分
拆
。
謂
十
六
空
・
十
八
空
等
。（
圓
測
『
仁
王
經
疏
』
卷
上
末
。
大
正
三
三
・
三
八
〇
中
下
）

　

分
か
れ
て
五
つ
の
內
容
と
な
る
。
第
一
は
〔
空
性
の
〕
異
名
の
提
示
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
眞
實
空
」
や
、
眞
如
や
實
際

な
ど
〈『
大
般
若
波
羅
蜜
多
經
』
の
十
二
名）

8
（

な
ど
〉
で
あ
る
。
第
二
は
〔
空
性
の
〕
特
徵
で
あ
る
。
有
や
無
な
ど
と
い
う
ふ

う
に
は
確
定
で
き
な
い
。
第
三
は
〔
空
性
の
〕
語
義
で
あ
る
。
能
知
と
所
知
と
が
と
り
わ
け
て
別
の
も
の
で
な
い
。
解
說
。

本
覺
は
反
っ
て
自
ら
を
觀
照
す
る
。
第
九
識
で
あ
り
、『
大
智
度
論
』
の
第
一
義
悉
檀）

9
（

で
あ
る
。
第
四
は
〔
空
性
の
〕
簡
略

な
區
別
で
あ
る
。〔
空
性
は
〕
道
前
に
お
い
て
は
不
淨
な
も
の
で
あ
り
、
道
後
に
お
い
て
は
淸
淨
な
も
の
で
あ
り
、〔
道
前
に

お
い
て
は
〕
有
垢
の
も
の
で
あ
り
、〔
道
後
に
お
い
て
は
〕
無
垢
の
も
の
で
あ
る
。
第
五
は
〔
空
性
の
〕
浩
瀚
な
區
別
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
十
六
種
類
の
空
性
や
十
八
種
類
の
空
性
な
ど
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
な
竝
行
關
係
が
確
認
さ
れ
る
。

『
九
識
章
』

『
仁
王
般
若
經
疏
』 

 

【

１
】　

眞
如
及
實
際
等
。

 

眞
如
實
際
等
。

 

【

２
】　

阿
摩
羅
識
反
照
自
體
。
…
…
名
無
垢
識
、
亦
名
本
覺
。

 

本
覺
反
照
自
體
。
第
九
識
卽
『
智
度
論
』
第
一
義
悉
檀
。

　

さ
て
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
上
揭
の
『
仁
王
般
若
經
疏
』
の
解
釋
は
『
中
邊
分
別
論
頌
』I.12–16

に
竝
行
す
る
よ
う
で
あ
る
。
圓

測
は
か
な
り
省
略
し
て
い
る
ら
し
い
が
、
實
際
に
は
『
中
邊
分
別
論
』
を
敷
衍
し
た
內
容
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。『
仁
王
般
若
經
疏
』

が
著
さ
れ
た
太
淸
三
年
（
五
四
九
）
に
お
い
て
は
、眞
諦
は
未
だ
『
中
邊
分
別
論
』（
永
定
二
年
〔
五
五
八
〕
譯
）
を
譯
し
て
い
な
か
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
は
『
仁
王
般
若
經
疏
』
に
お
い
て
自
譯
の
『
中
邊
分
別
論
』
を
指
示
せ
ず
、
梵

の
『
中
邊
分
別
論
』
か
ら

直
接
に
大
規
模
な
流
用
を
行
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
兩
者
を
對
比
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
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『
仁
王
般
若
經
疏
』

『
中
邊
分
別
論
頌
』

分
爲
五
義
。

lakṣaṇaṃ
 cātha paryāyas tad-artho bheda eva ca |

sādhanaṃ
 ceti vijñeyaṃ

 śūnyatāyāḥ sam
āsataḥ || I.12

　

空
性
に
つ
い
て
、
①
特
徵
と
②
異
名
と
③
そ
れ
（
＝
異
名
）
の
語
義
と
④
區
別

と
⑤
論
證
と
が
要
約
し
て
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

一
者
立
名
。
謂
「
眞
實
空
」、
眞
如
實
際
等
〈『
大

般
若
』
十
二
名
等
〉。

tathatā bhūta-koṭiś cānim
ittaṃ

 param
ārthatā |

dharm
a-dhātuś ca paryāyāḥ śūnyatāyāḥ sam

āsataḥ || I.14

　

要
約
す
れ
ば
、
眞
如
と
實
際
と
無
相
と
勝
義
と
法
界
と
が
空
性
の
②
異
名
で
あ
る
。

二
相
。
不
定
有
無
等
。

dvayābhāvo hy abhāvasya bhāvaḥ śūnyasya lakṣaṇam
 |

na bhāvo nāpi cābhāvo na pṛthaktvaika-lakṣaṇam
 || I.13

　
〔
能
取
と
所
取
と
の
〕
二
つ
の
無
と
、
無
の
有
と
が
空
性
の
①
特
徵
で
あ
る
。
有

で
な
い
し
、
無
で
も
な
い
し
、
別
々
あ
る
い
は
一
な
る
特
徵
で
な
い
。

三
義
。
能
知
可
知
更
無
別
體
。
解
云
。
本
覺
反
照

自
體
。
第
九
識
卽
『
智
度
論
』
第
一
義
悉
檀
。

ananyathāviparyāsa-tan-nirodhārya-gocaraiḥ |
hetutvāc cārya-dharm

āṇāṃ
 paryāyārtho yathā-kram

am
 || I.15

　

無
變
化
と
、
無
顚
倒
と
、
そ
れ
（
＝
相
）
の
滅
と
、
聖
者
の
所
行
と
に
よ
っ
て
、

か
つ
、
聖
者
法
の
因
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
順
番
ど
お
り
、
③
異
名
の
語
義
が
あ
る
。

四
略
分
拆
。
道
前
不
淨
・
道
後
淨
、
有
垢
・
無
垢
。

saṃ
kliṣṭā ca viśuddhā ca sam

alā nirm
alā ca sā |

abdhātu-kanakākāśa-śuddhivac chuddhir iṣyate || I.16

　
〔
④
區
別
〕　

そ
れ
（
＝
空
性
）
は
雜
染
な
も
の
と
淸
淨
な
も
の
と
で
あ
り
、
有

垢
の
も
の
と
無
垢
の
も
の
と
で
あ
る
。
水
界
や
黃
金
や
虛
空
が
淸
淨
で
あ
る
よ
う

に
、〔
空
性
は
〕
淸
淨
と
認
め
ら
れ
る
。

五
廣
分
拆
。
謂
十
六
空
・
十
八
空
等
。

（I.16

の
直
後
の
長
行
）

ayam
 aparaḥ prabhedaḥ ṣoḍaśa-vidhā śūnyatā.

　

こ
こ
で
の
、
別
個
の
④
區
別
は
十
六
種
類
の
空
性
で
あ
る
。
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こ
の
う
ち
、
第
九
識
を
說
く
際
に
『
仁
王
般
若
經
疏
』
の

に
出
る
「
義
」
と
い
う
語
は
、『
中
邊
分
別
論
頌
』I.15

に
出
る

artha
に
該
當
し
、こ
のartha

は
眞
如
や
實
際
な
ど
と
い
う
語
の「
語
義
」を
指
す
。
お
そ
ら
く『
仁
王
般
若
經
疏
』の

に
出
る「
義
」

も
眞
如
や
實
際
な
ど
と
い
う
語
の
「
語
義
」
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
圓
測
は
『
仁
王
經
疏
』
に
お
い
て
『
仁
王
般
若
經
疏
』
の
大
意
を

紹
介
す
る
際
に
、
眞
如
や
實
際
な
ど
に
つ
い
て
の
記
述
を
大
幅
に
省
略
し
た
の
で
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
た
と
え
省
略
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
こ
の
比

に
よ
っ
て
明
確
に
判
る
こ
と
は
、『
仁
王
般
若
經
疏
』
に
お
け
る
第
九

識
（
つ
ま
り
阿
摩
羅
識
）
が
『
中
邊
分
別
論
頌
』
に
お
け
る
空
性
に
該
當
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
成
唯
識
論
』
卷
三
（
大
正

三
一
・
一
三
下
）
は
ア
ー
ラ
ヤ
識
が
無
垢
と
な
っ
た
後
の
名
と
し
て
無
垢
識
を
擧
げ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
基
『
成
唯
識
論
述
記
』

卷
三
末
（
大
正
四
三
・
三
四
四
下
）
は
「
先
名
阿
末
羅
識
、
或
名
阿
摩
羅
識
。
古
師
立
爲
第
九
識
者
、
非
也
」（「
か
つ
て
は
阿
末
羅

識
と
呼
ば
れ
、
あ
る
い
は
阿
摩
羅
識
と
呼
ば
れ
た
。
昔
の
論
師
が
第
九
識
と
規
定
し
た
の
は
誤
り
で
あ
る
」）
と
述
べ
る
。
基
は
眞

諦
ら
が
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
他
に
獨
立
の
阿
摩
羅
識
を
主
張
し
た
こ
と
を
非
難
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
正
し
い
非
難
で
あ
ろ
う
か
。

む
し
ろ
、『
成
唯
識
論
』
は
無
垢
と
な
っ
た
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
無
垢
識
（
＝
阿
摩
羅
識
）
と
呼
び
、
眞
諦
は
八
識
す
べ
て
の
內
な
る
空

性
を
阿
摩
羅
識
と
呼
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
呼
び
名
は
同
じ
で
も
對
象
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
眞
諦
が
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
他
に
獨
立
の
阿

摩
羅
識
を
主
張
し
た
こ
と
は
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
他
に
獨
立
の
空
性
が
あ
る
と
主
張
し
た
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て
お
か
し
な
こ
と
で
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
眞
諦
は
空
性
を
阿
摩
羅
識
と
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
瑜
伽
師
が
空
性
の
異
名
で
あ
る
眞
如
を
自
性

淸
淨
心
と
呼
ぶ
か
ら
に
他
な
る
ま
い
（「
識
」
は
「
心
」
の
同
義
語
）。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
眞
諦
譯
『
十
八
空
論
』
を
見

る
。
眞
諦
は
『
十
八
空
論
』
に
お
い
て
『
中
邊
分
別
論
頌
』I.22
の
「
心
が
淸
淨
で
あ
る
こ
と
」
を
「
阿
摩
羅
識
是
自
性
淸
淨
心
」

と
譯
し
て
お
り
、
阿
摩
羅
識
が
自
性
淸
淨
心
で
あ
る
こ
と
は
確
實
で
あ
る）

10
（

。

問
。
若
爾
、
既
無
自
性
不
淨
、
亦
應
無
有
自
性
淨
。
云
何
分
判
法
界
非
淨
非
不
淨
。
答
。
阿
摩
羅
識
是
自
性
淸
淨
心
、
但
爲
客
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塵
所
汚
、
故
名
不
淨
。
爲
客
塵
盡
、
故
立
爲
淨
。（
大
正
三
一
・
八
六
三
中
）

　

質
問
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
自
性
不
淨
な
も
の
は
な
い
以
上
、
自
性
淸
淨
な
も
の
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ど
う
し
て
〝
法

界
は
淸
淨
で
も
な
く
、
淸
淨
で
な
い
の
で
も
な
い
〞
と
分
け
て
判
斷
す
る
の
か
。
回
答
。
阿
摩
羅
識
は
自
性
淸
淨
心
で
あ
る

が
、
た
だ
し
外
來
的
な
煩
惱
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
淸
淨
で
な
い
と
呼
ば
れ
る
。
外
來
的
な
煩
惱
が
盡
き
る
か
ら
、

淸
淨
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
。

na kliṣṭā nāpi vākliṣṭā śuddhāśuddhā na caiva sā |

prabhāsvaratvāc cittasya kleśasyāgantukatvataḥ || I.22

　

そ
れ
（
＝
空
性
）
は
染
汚
さ
れ
て
お
ら
ず
、
染
汚
さ
れ
て
い
な
い
の
で
も
な
い
。
さ
ら
に
、
淸
淨
で
も
淸
淨
で
な
い
の
で

も
絕
對
に
な
い
。
心
が
淸
淨
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
か
つ
、
煩
惱
が
外
來
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

　

こ
の
自
性
淸
淨
心
に
つ
い
て
、『
大
乘
莊
嚴
經
論
頌
』X

III.19

と
、
そ
れ
に
對
す
る
世
親
『
大
乘
莊
嚴
經
論
』
と
を
引
用
す
る
と

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

m
ataṃ

 ca cittaṃ
 prakṛtiprabhāsvaraṃ

 sadā tad āgantukadoṣadūṣitam
 |

na dharm
atācittam

 ṛte ’nyacetasaḥ prabhāsvaratvaṃ
 prakṛtau vidhīyate ||

　

さ
ら
に
、
常
に
心
は
自
性
淸
淨
で
あ
り
、
そ
れ
（
＝
心
）
は
外
來
的
な
過
失
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
。

法
性
心
以
外
、
他
の
心
が
自
性
淸
淨
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

na ca dharm
atācittād ṛte ’nyasya cetasaḥ paratantralakṣaṇasya prakṛtiprabhāsvaratvaṃ

 vidhīyate. tasm
āc 

cittatathataivātra cittaṃ
 veditavyam

.

（M
SA

B
h 88, 17-18

）
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さ
ら
に
、
法
性
心
以
外
、
他
の
、
依
他
起
を
特
徵
と
す
る
心
が
自
性
淸
淨
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

心
の
眞
如
の
み
が
、
こ
こ
で
は
〔
自
性
淸
淨
〕
心
と
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
經
典
に
お
い
て
自
性
淸
淨
心
が
說
か
れ
る
場
合
、
瑜
伽
師
は
そ
れ
を
た
だ
の
心
（
＝
依
他
起
性
）
と
規
定
せ
ず
、
心

の
眞
如
（
法
性
心
＝
圓
成
實
性
）
と
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
以
上
、
眞
諦
が
眞
如
の
異
名
で
あ
る
空
性
を

阿
摩
羅
識
や
自
性
淸
淨
心
と
呼
ん
だ
こ
と
は
不
思
議
な
こ
と
で
な
い
。

　

な
お
、『
中
邊
分
別
論
頌
』III.13cd

に
お
い
て
は
、
一
な
る
圓
成
實
性
（
＝
眞
如
＝
空
性
）
の
う
ち
に
、
所
緣
の
眞
如
と
、
能
緣

の
正
智
と
が
含
め
ら
れ
る
。

sam
yagjñānasatattvasya ekenaiva ca saṃ

grahaḥ || III.13cd

tathatāsam
yagjñānayoḥ pariniṣpannena svabhāvena saṃ

grahaḥ.

（M
AV

B
h 43, 2-3

）

　

他
な
ら
ぬ
一
つ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
正
智
と
、
眞
實
を
伴
う
も
の
（
＝
眞
如
）
と
を
含
め
る
。

　

圓
成
實
性
に
よ
っ
て
、
眞
如
と
正
智
と
を
含
め
る
。

　
『
九
識
章
』
の
【

１
】
に
お
い
て
「
於
一
眞
如
、
有
其
二
義
」
と
言
わ
れ
、【

２
】
に
お
い
て
「
阿
摩
羅
識
、
反
照
自
體
」
と

言
わ
れ
、『
仁
王
般
若
經
疏
』
に
お
い
て
「
本
覺
反
照
自
體
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
と
關
係
す
る
。

　

次
に
、【

３
】
に
關
し
て
、『
仁
王
般
若
經
』
の

「
大
王
、
如
如

字
修
、
諸
佛
智
母
、
一
切
衆
生
性
根
本
。
智
母
卽
爲
薩
婆

若
體
。
諸
佛
未
成
佛
、
以
當
佛
爲
智
母
」 （
大
正
八
・
八
二
九
中
）
に
對
す
る
『
仁
王
般
若
經
疏
』
の
解
釋
を
見
て
み
た
い
。
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第
三
明
本
性
以
爲
母
。
未
得
佛
時
、以
當
佛
爲
「
智
母
」。
若
得
佛
時
、卽
「
薩
婆
若
」
是
一
切
智
。
諸
佛
未
成
佛
時
名
自
「
性
」、

卽
是
隱
爲
如
來
藏
。
後
修
得
佛
、
解
脫
道
時
、「
性
」
顯
爲
法
身
、
卽
「
薩
婆
若
」。
覺
顯
本
性
名
「
修
」
者
爲
化
。
爲
化
能
顯

本
佛
故
名
「
智
母
」。（
圓
測
『
仁
王
經
疏
』
卷
中
末
。
大
正
三
三
・
四
〇
五
下
）

　

第
三
に
本
性
を
母
と
規
定
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
い
ま
だ
佛
と
な
ら
な
い
時
の
、佛
と
な
る
べ
き
も
の
を
「
智
母
」

と
規
定
す
る
。
も
し
佛
と
な
っ
た
時
な
ら
ば
、「
薩
婆
若
」
で
あ
り
、〔「
薩
婆
若
」
と
は
〕
一
切
智
者
〔
と
い
う
意
味
〕
で

あ
る
。
諸
佛
が
い
ま
だ
佛
と
な
ら
な
い
時
、自
「
性
」
と
呼
ば
れ
、隱
れ
て
い
る
の
が
如
來
藏
で
あ
る
。
の
ち
に
修
習
に
よ
っ

て
佛
と
な
る
、
解
脫
道
の
時
、「
性
」
が
顯
わ
れ
る
の
が
法
身
で
あ
り
、「
薩
婆
若
」
で
あ
る
。
本
性
を
覺
醒
さ
せ
顯
わ
す
も

の
は
、「
修
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
行
爲
で
あ
る
。
行
爲
は
本
佛
を
顯
わ
す
こ
と
が
で
き
る
ゆ
え
に
、「
智
母
」
と
呼

ば
れ
る
。

こ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
な
竝
行
關
係
が
確
認
さ
れ
る
。

『
九
識
章
』

『
仁
王
般
若
經
疏
』

 

【

３
】　

在
纏
名
如
來
藏
、
出
纏
名
法
身
。

 

隱
爲
如
來
藏
…
…
顯
爲
法
身
。

　

私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
『
勝
鬘
師
子
吼
一
乘
大
方
便
方
廣
經
』
の
次
の
よ
う
な

に
基
づ
く
。
た
だ
し
、『
九
識
章
』
と
『
仁

王
般
若
經
疏
』
と
が
「
眞
如
が
煩
惱
を
脫
し
な
い
の
が
如
來
藏
、
眞
如
が
煩
惱
か
ら
脫
し
た
の
が
法
身
」
と
い
う
互
い
に
相
似
す
る

章
表
現
を
持
つ
の
に

べ
、『
勝
鬘
師
子
吼
一
乘
大
方
便
方
廣
經
』
は
「
法
身
が
煩
惱
を
脫
し
な
い
の
が
如
來
藏
」
と
い
う

章

表
現
を
持
っ
て
お
り
、
異
な
っ
て
い
る
（
和
譯
は
梵

か
ら
）。
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ayam
 eva ca B

hagavaṃ
s tathāgata-dharm

a-kāyo ’vinirm
ukta-kleśa-kośas tathāgata-garbhaḥ sūcyate.

（R
G

V
 12, 14

）

世
尊
、
如
是
如
來
法
身
、
不
離
煩
惱
藏
、
名
如
來
藏
。（
大
正
一
二
・
二
二
一
下
）

　

さ
ら
に
、
世
尊
よ
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
如
來
の
法
身
が
煩
惱
の
殼
を
脫
し
な
い
際
に
如
來
藏
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。

　

こ
の
こ
と
は
『
九
識
章
』
と
『
仁
王
般
若
經
疏
』
と
が
そ
れ
ぞ
れ
『
勝
鬘
師
子
吼
一
乘
大
方
便
方
廣
經
』
に
基
づ
い
て
別
々
の
人

物
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
と
も
に
『
勝
鬘
師
子
吼
一
乘
大
方
便
方
廣
經
』
に
基
づ
い
て
同
一
人
物
に
よ
っ
て
撰
述

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　

以
上
、『
九
識
章
』
と
『
仁
王
般
若
經
疏
』
と
の
竝
行
箇
所
を
い
く
つ
か
紹
介
し
、
そ
の
イ
ン
ド
佛
敎
的
背
景
を
指
摘
し
た
。
こ

れ
に
關
係
し
て
興
味
ぶ
か
い
の
は
、費
長
房
『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
一
（
大
正
四
九
・
九
九
上
）
に
よ
れ
ば
、眞
諦
の
著
書
の
う
ち
『
九

識
義
記
』
と
『
仁
王
般
若
經
疏
』
と
が
同
年
（
太
淸
三
年
〔
五
四
九
〕）
の
撰
述
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
『
九
識
義
記
』
を
『
九

識
章
』
と
同
一
著
作
と
見
な
し
て
よ
い
な
ら
ば
、『
九
識
章
』
と
『
仁
王
般
若
經
疏
』
と
に
お
い
て
同
じ

章
表
現
が
見
ら
れ
る
こ

と
は
、
二
つ
の
著
書
が
同
時
期
に
撰
述
さ
れ
た
こ
と
と
も
關
係
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。

（
二
）　
『
九
識
章
』
と
安
慧
の
著
作
と
の
平
行
關
係

　
【

１
】
に
「
依
安
慧
宗
、
作
如
是
說
」
と
あ
る
安
慧
は
イ
ン
ド
の
論
師Sthiram

ati

を
指
す
。
安
慧
と
眞
諦
と
は
ほ
と
ん
ど
同

時
代
人
で
あ
る
の
で
、
眞
諦
は
必
ず
し
も
安
慧
宗
に
よ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、【

１
】
に
は
、
確
か
に
安
慧
の
著
作
と

合
致
す
る
說
が
三
つ
あ
る
。

　

そ
の
第
一
は
「
第
七
阿
陀
那
…
…
執
持
第
八
、
爲
我
我
所
」
と
い
う
說
で
あ
る
。
こ
れ
は
安
慧
『
唯
識
三
十
頌
釋
』
が
第
七
識
を
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說
明
す
る
う
ち
の
次
の
よ
う
な
說
と
合
致
す
る
。

tadālam
bam

 iti, ālayavijñānālam
banam

 eva. satkāyadṛṣṭyādibhiḥ saṃ
prayogād ahaṃ

 m
am

ety ālayavijñānālam
banatvāt.

(TrB
h 22, 22-24)

　
〔『
唯
識
三
十
頌
』
に
お
い
て
〕「
そ
れ
を
所
緣
と
す
る
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
所
緣
と
す
る
の
に
他
な
ら

な
い
。
有
身
見
な
ど
と
結
び
つ
い
て
い
る
ゆ
え
に
、〝
我
で
あ
る
。
我
所
で
あ
る
〞
と
い
う
ふ
う
に
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
所
緣
と

す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
安
慧
の
說
は
『
成
唯
識
論
』
の
護
法
（D

harm
apāla

）
の
說
（
大
正
三
一
・
二
二
上
）
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
護
法

の
說
に
よ
れ
ば
、
第
七
識
は
第
八
識
を
〝
我
で
あ
る
〞
と
い
う
ふ
う
に
の
み
所
緣
と
し
、〝
我
所
で
あ
る
〞
と
い
う
ふ
う
に
は
所
緣

と
し
な
い
。
な
お
、
第
七
識
が
第
八
識
を
〝
我
で
あ
る
。
我
所
で
あ
る
〞
と
い
う
ふ
う
に
所
緣
と
す
る
と
い
う
說
は
、
眞
諦
譯
に
お

い
て
明
瞭
に
は
現
わ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
卷
四
の
次
の
よ
う
な

は
お
そ
ら
く
そ
れ
を
含
意
す
る
（
他
の

諸
譯
に
な
い

）。

有
染
汚
識
、
由
我
見
等
依
止
故
、
於
本
識
、
起
我
我
所
等
熏
習
。（
大
正
三
一
・
一
七
八
中
）

　

染
汚
識
（
＝
阿
陀
那
識
）
が
あ
り
、
我
見
な
ど
に
と
っ
て
の
基
盤
と
な
る
ゆ
え
に
、
本
識
（
＝
阿
梨
耶
識
）
に
對
し
、
我
・

我
所
な
ど
の
熏
習
を
起
こ
す
。

　

第
二
は
「
第
七
阿
陀
那
…
…
唯
煩
惱
障
、
而
無
法
執
。
定
不
成
佛
」
と
い
う
說
で
あ
る
。
こ
れ
は
安
慧
『
唯
識
三
十
頌
釋
』
が
染
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汚
意
（
第
七
識
）
を
說
明
す
る
う
ち
の
次
の
よ
う
な
說
と
合
致
す
る
。

arhatas tāvad aśeṣa-kleśa-prahāṇāt kliṣṭaṃ
 m

ano naivāsti.

（TrB
h 24,  14

）

　

と
り
あ
え
ず
阿
羅
漢
に
つ
い
て
は
、殘
り
な
く
煩
惱
（
＝
煩
惱
障
）
を
捨
て
去
っ
て
い
る
ゆ
え
に
、染
汚
意
は
絕
對
に
な
い
。

　

こ
の
安
慧
の
說
は
諸
煩
惱
を
捨
て
去
れ
ば
意
も
な
く
な
る
と
い
う
說
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
無
著
（A

saṅga

）『
阿
毘
逹
磨
集
論
』

が
意
は
諸
煩
惱
が
な
く
な
る
三
位
（
出
世
閒
道
、
滅
盡
定
〔
＝
第
八
識
以
外
が
滅
盡
す
る
定
〕、
無
學
地
〔
＝
阿
羅
漢
・
獨
覺
・
佛
〕）

に
な
い
と
說
く
こ
と
に
基
づ
く）

11
（

。『
成
唯
識
論
』
の
護
法
の
說
（
大
正
三
一
・
二
四
上
）
は
こ
の
安
慧
の
說
を
批
判
し
、
諸
煩
惱
を
捨

て
去
れ
ば
意
は
染
汚
意
で
な
く
な
る
が
、
意
そ
の
も
の
は
な
く
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
諸
煩
惱
を
捨
て
去
れ
ば
意
も
な
く
な
る
と

い
う
說
は
、
眞
諦
譯
に
お
い
て
は
『
轉
識
論
』
の
う
ち
に
次
の
よ
う
に
現
わ
れ
る
。

此
識
及
相
應
法
、
至
羅
漢
位
究
竟
滅
盡
、
及
入
無
心
定
亦
皆
滅
盡
。（
大
正
三
一
・
六
二
上
）

　

こ
の
識
（
＝
意
）
と
、〔
そ
れ
に
〕
相
應
す
る
〔
心
所
〕
法
と
は
、
阿
羅
漢
位
に
至
っ
て
完
全
に
滅
盡
す
る
し
、
か
つ
、

無
心
定
（
＝
滅
盡
定
）
に
入
っ
て
も
す
べ
て
滅
盡
す
る
。

　

第
三
は
「
二
果
報
梨
耶
、
緣
十
八
界
」
と
い
う
說
で
あ
る
。
十
八
界
は
六
根
（
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
）、
六
境
（
色
・
聲
・

香
・
味
・
觸
・
法
）、
六
識
（
眼
識
・
耳
識
・
鼻
識
・
舌
識
・
身
識
・
意
識
）
を
指
す
。

　
『
瑜
伽
師
地
論
』
攝
決
擇
分
中
五
識
身
相
應
意
地
に
よ
れ
ば
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
「
執
受
」
と
「
無
分
別
器
相
」
と
を
所
緣
と
す
る）

12
（

。

「
執
受
」
と
は
習
氣
（
十
八
界
の
種
子
）
と
、
五
色
根
（
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
。
＝
勝
義
根
）
と
、
五
色
根
の
所
依
處
（
色
・
香
・
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味
・
觸
。
＝
扶
塵
根
）
と
で
あ
り
、「
無
分
別
器
相
」
と
は
五
境
（
色
・
聲
・
香
・
味
・
觸
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
瑜
伽
師
地
論
』

に
よ
れ
ば
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
十
八
界
の
う
ち
十
界
（
色
・
聲
・
香
・
味
・
觸
、
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
）
し
か
所
緣
と
し
な
い
。

　
『
唯
識
三
十
頌
』
第
三
頌
に
よ
れ
ば
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
「
執
受
」
と
「
處
」
と
を
所
緣
と
す
る
。『
成
唯
識
論
』（
大
正
三
一
・
一
〇

上
）
は
『
瑜
伽
師
地
論
』
に
し
た
が
っ
て
、「
執
受
」
を
習
氣
と
、
五
色
根
と
、
五
色
根
の
所
依
處
と
見
な
し
、「
處
」
を
器
世
閒
と

見
な
す
。
つ
ま
り
、『
成
唯
識
論
』
に
よ
っ
て
も
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
十
八
界
の
う
ち
十
界
し
か
所
緣
と
し
な
い
。

　

し
か
し
、
安
慧
『
唯
識
三
十
頌
釋
』
は
「
執
受
」
に
つ
い
て
、
習
氣
と
、
五
色
根
と
、
五
色
根
の
所
依
と
の
後
に
「
名
」
を
加
え

る
。「
名
」
と
は
受
・
想
・
行
・
識
で
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
名
色
〔nām

a-rūpa

〕
の
う
ち
の
名
）。
受
・
想
・
行
は
十
八
界
の
う
ち
法

界
で
あ
り
、
識
は
十
八
界
の
う
ち
意
・
眼
識
・
耳
識
・
鼻
識
・
舌
識
・
身
識
・
意
識
の
七
界
で
あ
る
か
ら
、
安
慧
に
よ
れ
ば
ア
ー
ラ

ヤ
識
は
十
八
界
を
所
緣
と
す
る）

13
（

。

安
慧
『
唯
識
三
十
頌
釋
』

āśrayopādānaṃ
 copādiḥ. āśraya ātm

abhāvaḥ, sādhiṣṭhānam
 indriyarūpaṃ

 nām
a ca.

（TrB
h 19, 16-17

）

　

さ
ら
に
、
所
依
を
保
持
す
る
も
の
が
「
執
受
」
で
あ
る
。
所
依
と
は
自
己
存
在
で
あ
っ
て
、
所
依
處
を
伴
う
色
根
と
、
名

と
で
あ
る
。

調
伏
天
（V
inītadeva

）『
唯
識
三
十
頌
釋
疏
』（
安
慧
『
唯
識
三
十
頌
釋
』
の
疏
）

m
ing zhes bya ba ni tshor ba la sogs pa phung po bzhi po rnam

s so || （TrṬ 46,  4

）

　
「
名
」
と
い
わ
れ
る
の
は
受
な
ど
の
四
蘊
で
あ
る
。

　

な
お
、
通
常
、
十
八
界
を
所
緣
と
す
る
の
は
意
識
の
み
の
は
ず
で
あ
る
。
安
慧
や
眞
諦
は
な
ぜ
ア
ー
ラ
ヤ
識
が
十
八
界
を
所
緣
と
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す
る
と
說
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
筆
者
は
『
攝
大
乘
論
』
二
・
一
二
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
こ
に

お
い
て
は
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
相
識
（〝〔
見
る
〕
き
っ
か
け
と
な
る
識
〞）
は
そ
れ
（
＝
ア
ー
ラ
ヤ
識
）
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
識
で
あ
り
、

ア
ー
ラ
ヤ
識
の
見
識
（〝
見
る
は
た
ら
き
あ
る
識
〞）
は
意
識
と
そ
の
所
依
（
＝
染
汚
意
）
と
で
あ
る
と
說
か
れ
て
い
る
。『
瑜
伽
師

地
論
』
に
基
づ
く
『
成
唯
識
論
』
に
よ
れ
ば
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
見
分
は
ア
ー
ラ
ヤ
識
固
有
の
所
緣
た
る
十
界
を
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
相
分

と
し
て
所
緣
と
す
る
が
、『
攝
大
乘
論
』
に
よ
れ
ば
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
見
識
は
意
識
で
あ
り
、
意
識
の
所
緣
た
る
十
八
界
を
ア
ー
ラ

ヤ
識
の
相
識
と
し
て
所
緣
と
す
る
の
で
あ
る
。『
瑜
伽
師
地
論
』
は
ア
ー
ラ
ヤ
識
固
有
の
所
緣
た
る
十
界
を
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
所
緣
と

し
て
論
じ
て
お
り
、『
攝
大
乘
論
』
は
意
識
の
所
緣
た
る
十
八
界
を
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
所
緣
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
兩
論

は
矛
盾
し
な
い
。
安
慧
や
眞
諦
は
『
攝
大
乘
論
』
の
ほ
う
に
據
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　

た
だ
し
、ア
ー
ラ
ヤ
識
が
十
八
界
を
所
緣
と
す
る
と
い
う
說
は
、眞
諦
譯
に
お
い
て
明
瞭
に
は
現
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
眞
諦
譯
『
決

定
藏
論
』
卷
上
（
大
正
三
〇
・
一
〇
一
九
中
）
は
『
瑜
伽
師
地
論
』
と
同
じ
說
で
あ
る
。

　

以
上
、「
安
慧
宗
」
に
よ
る
と
さ
れ
る
『
九
識
章
』
の
內
容
の
う
ち
、三
つ
の
說
は
確
か
に
安
慧
の
說
と
合
致
し
て
お
り
、し
か
も
、

そ
の
う
ち
の
第
一
・
第
三
の
說
は
眞
諦
の
譯
書
の
う
ち
に
明
瞭
に
現
わ
れ
ず
、
當
時
の
漢
人
が
知
る
は
ず
も
な
い
說
な
の
で
あ
っ
た
。

ゆ
え
に
、『
九
識
章
』
は
安
慧
の
出
身
地
で
あ
る
南
イ
ン
ド
に
お
い
て
安
慧
と
似
た
系
統
の
說
を
學
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
眞
諦
に
よ
っ

て
說
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
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二　

眞
諦
撰
述
說
へ
の
疑
念
と
そ
れ
に
對
す
る
反
證

（
一
）　
『
九
識
章
』
と
『
成
唯
識
論
』
と
の
前
後
關
係

　

先
に
は
『
九
識
章
』
の
う
ち
に
安
慧
『
唯
識
三
十
頌
釋
』
と
合
致
す
る
說
が
三
つ
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
玄
奘
は
安
慧
『
唯
識

三
十
頌
釋
』
を
中
國
に
將
來
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
三
つ
の
說
は
、
梵

を
理
解
で
き
る
漢
語
使
用
者
に
よ
っ
て
、
玄
奘
歸
國
以
降

に
お
い
て
知
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
三
つ
の
說
の
う
ち
第
一
と
第
二
と
は
、『
成
唯
識
論
』
に
お
け
る
批
判
を
通

じ
て
、『
成
唯
識
論
』
譯
出
以
降
の
漢
語
使
用
者
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
こ
で
、
想
像
を
逞
し
く
し
て
、『
九
識
章
』
は
玄
奘
歸
國
以
降
に
お
け
る
僞
撰
な
の
で
な
い
か
と
い
う
推
測
が
九
識
說
中
國
佛

敎
起
源
說
の
立
場
か
ら
提
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い）

14
（

。
つ
ま
り
、『
九
識
章
』
は
玄
奘
歸
國
以
降
、
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』『
仁
王
經

疏
』
撰
述
以
前
に
、
中
國
の
何
者
か
が
（
非
常
に
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
る
が
）
安
慧
『
唯
識
三
十
頌
釋
』
を
知
り
、『
成
唯
識
論
』

を
讀
み
、
そ
の
知
識
を
用
い
て
眞
諦
の
名
の
も
と
に
僞
撰
し
た
も
の
で
な
い
か
と
推
測
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
推
測
は
成
り
立
た
な
い
。
と
言
う
の
も
、
安
慧
『
唯
識
三
十
頌
釋
』
を
ま
っ
た
く
知
ら
ず
に
、
か
つ
、『
成
唯
識
論
』

を
讀
む
前
に
、
書
か
れ
た
新
羅
の
元
曉
『
中
邊
分
別
論
疏
』
が
、
先
の
『
中
邊
分
別
論
』
の
頌
「
塵
根
我
及
識
、
本
識
生
似
彼
」
に

つ
い
て
、
こ
の
頌
に
對
す
る
『
九
識
章
』
の
解
釋
で
あ
る
【

１
】
の
「
第
八
識
緣
十
八
界
」
說
に
言
及
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

元
曉
『
中
邊
分
別
論
疏
』（
全
三
卷
）
は
卷
三
が
現
存
す
る
ほ
か
、
若
干
の
佚

が
知
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
玄

奘
譯
經
論
は
玄
奘
譯
最
初
期
に
屬
す
る
『
顯
揚
聖
敎
論
』（
六
四
五
年
譯
了
）『
阿
毘
逹
磨
雜
集
論
』（
六
四
六
年
譯
了
）『
瑜
伽
師
地

論
』（
六
四
八
年
譯
了
）
の
三
つ
で
あ
り
、『
攝
大
乘
論
釋
』『
阿
毘
逹
磨
俱
舍
論
』『
阿
毘
逹
磨
大
毘
婆
沙
論
』
に
つ
い
て
は
舊
譯
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
元
曉
が
後
年
の
著
作
に
お
い
て
し
ば
し
ば
引
用
す
る
『
成
唯
識
論
』
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。『
攝
大
乘
論
釋
』
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に
關
し
て
は
、
元
曉
は
常
に
舊
譯
を
引
用
す
る
か
ら
基
準
に
な
ら
な
い
が
、
玄
奘
譯
『
阿
毘
逹
磨
俱
舍
論
』（
六
五
一
年
譯
了
）『
阿

毘
逹
磨
大
毘
婆
沙
論
』（
六
五
九
年
譯
了
）『
成
唯
識
論
』（
六
五
九
年
譯
了
）
を
引
用
し
な
い
こ
と
は
、『
中
邊
分
別
論
疏
』
が
そ
れ

ら
を
知
る
前
に
書
か
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　

こ
こ
で
は
、
元
曉
『
中
邊
分
別
論
疏
』
卷
一
の
佚

を
檢
討
す
る
。
先
の
頌
「
塵
根
我
及
識
、
本
識
生
似
彼
」
に
つ
い
て
、『
中

邊
分
別
論
』
は
「
塵
」
を
六
塵
、「
根
」
を
五
根
、「
我
」
を
意
識
（
＝
意
根
）、「
識
」
を
六
識
と
解
釋
す
る
。
そ
の
う
ち
「
識
」
を

六
識
と
解
釋
す
る

「
似
識
者
、
謂
六
種
識
」（「
識
と
し
て
の
顯
現
と
は
、
六
識
で
あ
る
」。
大
正
三
一
・
四
五
一
中
）
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
あ
る
。

元
曉
大
師
釋
舊
論

云
。〔
…
…
〕「
以
（
似
？
）
識
」
中
言
「
謂
六
種
識
」
者
、
以
是
證
本
識
通
緣
十
八
界
法
。
而
『
瑜
伽
』

中
不
說
緣
於
六
識
等
者
、彼
論
別
說
自
分
境
界
、此
論
通
說
通
（
自
？
）
他
境
界
。
由
是
義
故
、不
相
違
背
。
此
義
委
悉
如
彼
『
楞

伽
經
料
簡
』
中
說
也
。〔
…
…
〕（
凝
然
『
華
嚴
孔
目
章
發
悟
記
』
卷
十
六
。
日
佛
全
一
二
二
・
三
八
五
中
）

　

元
曉
大
師
は
舊
譯
の
『〔
中
邊
分
別
〕
論
』
の

を
註
釋
し
て
〔
次
の
よ
う
に
〕
言
っ
て
い
る
。〔
…
…
〕「
識
と
し
て
の

顯
現
」
に
つ
い
て
「
六
識
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
識
（
＝
阿
梨
耶
識
）
が
十
八
界
を
す
べ

て
所
緣
と
す
る
こ
と
が
證
據
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
る
に
『
瑜
伽
師
地
論
』
に
お
い
て
〝
六
識
な
ど
を
所
緣
と
す
る
〞
と
說
か

れ
て
い
な
い
の
は
、か
の
『〔
瑜
伽
師
地
〕
論
』
は
自
己
の
範
圍
の
境
の
み
を
別
說
し
た
の
で
あ
り
、こ
の
『〔
中
邊
分
別
〕
論
』

は
自
己
と
他
者
と
の
範
圍
の
境
を
通
說
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
互
い
に
矛
盾
し
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、
詳
し
く
は
か
の
『
楞
伽
經
料
簡
』
に
お
い
て
說
い
て
お
い
た
。〔
…
…
〕

　

安
慧
『
唯
識
三
十
頌
釋
』
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
元
曉
が
「
第
八
識
緣
十
八
界
」
說
を
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
元
曉
が
玄
奘
歸
國

以
前
に
『
九
識
章
』
の
「
第
八
識
緣
十
八
界
」
說
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
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さ
ら
に
、元
曉『
金
剛
三
昧
經
論
』は
玄
奘
譯
最
初
期
に
屬
す
る『
顯
揚
聖
敎
論
』（
六
四
五
年
譯
了
）『
阿
毘
逹
磨
雜
集
論
』（
六
四
六

年
譯
了
）『
解
深
密
經
』（
六
四
七
年
譯
了
）『
瑜
伽
師
地
論
』（
六
四
八
年
譯
了
）
を
引
用
し
、
そ
れ
以
降
の
玄
奘
譯
を
引
用
し
な
い

點
で
『
中
邊
分
別
論
疏
』
と
共
通
す
る
が
（
た
だ
し
自
著
『
起
信
論
疏
』
に
言
及
し
、『
起
信
論
疏
』
は
『
大
乘
廣
百
論
釋
論
』〔
六
五
〇

年
譯
了
〕
を
引
用
す
る
の
で
、『
金
剛
三
昧
經
論
』
の
成
立
上
限
は
六
五
〇
年
を
遡
ら
な
い
）、
そ
の
卷
二
は
『
九
識
章
』
に
言
及
し

て
お
り
、
元
曉
が
『
成
唯
識
論
』（
六
五
九
年
譯
了
）
を
知
る
前
に
『
九
識
章
』
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
そ
こ
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
。

「
唵
摩
羅
」
者
、
是
第
九
識
。
眞
諦
三
藏
九
識
之
義
依
是

起
。
如
彼
『
章
』
說
。（
大
正
三
四
・
九
七
八
上
）

 

「
唵
摩
羅
」
と
は
、
第
九
識
で
あ
る
。
眞
諦
三
藏
の
九
識
說
は
こ
の
經

に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
。
か
の
『〔
九
識
〕
章
』
に

お
い
て
說
か
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

　

以
上
の
理
由
に
よ
っ
て
、『
九
識
章
』
が
玄
奘
歸
國
以
降
の
僞
撰
で
あ
る
可
能
性
は
な
い
。

（
二
）　
『
決
定
藏
論
』
と
『
十
七
地
論
』
と
の
關
係

　
【

１
】
は
『
九
識
章
』
が
「『
決
定
藏
論
』
九
識
品
」
を
引
用
し
て
い
た
と
傳
え
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

少
な
く
と
も
二
つ
の
問
題
が
提
起
さ
れ
得
る
。

　

第
一
の
問
題
は
、
圓
測
以
前
の
諸

獻
に
お
い
て
は
九
識
說
の
出
所
を
『
決
定
藏
論
』
と
す
る
系
統
と
、『
十
七
地
論
』
と
す
る

系
統
と
の
二
つ
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
相
違
す
る
の
で
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
系
統
と
し
て
敦
煌
本
『
攝
大
乘
論
疏
』

卷
五
（
大
正
八
五
・
九
八
五
中
）
が
あ
り
、
後
者
の
系
統
と
し
て
慧
均
『
大
乘
四
論
玄
義
』
卷
二
（
續
一
・
七
四
・
一
・
一
四
裏
下
。
新
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續
四
六
・
五
六
九
下
）、
道
基
『
攝
大
乘
論
章
』（
凝
然
『
華
嚴
孔
目
章
發
悟
記
』
卷
十
六
所
引
。
日
佛
全
二
二
・
三
八
八
中
）、
敦
煌

本
『
攝
大
乘
論
章
』（
大
正
八
五
・
一
〇
〇
六
下
）
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
相
違
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
從
來
、『
決
定
藏
論
』
は
『
瑜
伽
師
地
論
』
攝
決
擇
分
、『
十
七
地
論
』
は
『
瑜

伽
師
地
論
』
本
地
分
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
實
際
に
は
、
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
に
お
け
る
『
十
七
地
論
』
へ
の
三
回
の
言
及

（
大
正
三
一
・
二
二
四
中
、
二
二
五
下
、
二
三
六
下
）
の
う
ち
、
最
初
の
一
回
は
攝
決
擇
分
、
殘
り
の
二
回
は
本
地
分
へ
の
言
及
で
あ

る）
15
（

。
す
な
わ
ち
、
眞
諦
は
『
十
七
地
論
』
と
い
う
名
に
よ
っ
て
、
本
地
分
中
の
十
七
地
だ
け
で
な
く
、（
本
地
分
に
關
す
る
論
議
で

あ
る
）
攝
決
擇
分
中
の
十
七
地
を
も
呼
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』（
大
正
三
一
・
一
五
九
下
、

一
六
二
中
）
は
攝
決
擇
分
を
『
決
定
藏
論
』
と
も
呼
ん
で
い
る
か
ら
、
眞
諦
は
同
じ
書
物
に
お
い
て
攝
決
擇
分
を
『
決
定
藏
論
』
と

『
十
七
地
論
』
と
い
う
二
つ
の
名
で
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
以
上
、
九
識
說
の
出
所
を
『
決
定
藏
論
』

と
す
る
系
統
と
、『
十
七
地
論
』
と
す
る
系
統
と
は
相
違
せ
ず
、
む
し
ろ
眞
諦
自
身
が
『
九
識
章
』
に
お
い
て
『
決
定
藏
論
』『
十
七

地
論
』
と
い
う
二
つ
の
名
を
用
い
て
い
た
可
能
性
を
想
定
す
べ
き
で
あ
る
。

　

第
二
の
問
題
は
、
現
存
の
『
瑜
伽
師
地
論
』
攝
決
擇
分
に
九
識
品
が
な
い
の
で
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
眞
諦
が
言
う
『
十
七
地
論
』『
決
定
藏
論
』
と
現
存
の
『
瑜
伽
師
地
論
』
と
が
本
當
に
全

同
な
の
か
を
檢
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
じ
つ
は
、
佚

か
ら
知
ら
れ
る
か
ぎ
り
、『
十
七
地
論
』
に
は
現
存
の
『
瑜
伽
師
地
論
』
と

一
致
す
る
箇
所
と
、
そ
う
で
な
い
箇
所
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
日
本
の

願
曉
等
集
『
金
光
明
最
勝
王
經
玄
樞
』
所
引
の
『
十
七
地
論
』
の
佚

や
大
意
を
紹
介
し
て
み
た
い
。
そ
れ
ら
の
佚

や
大
意
は
、

お
そ
ら
く
何
ら
か
の
中
國
撰
述
の
『
金
光
明
經
』
註
釋
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
り
、も
と
も
と
は
眞
諦
『
金
光
明
經
疏
』
の
說
で
な
か
っ

た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　

な
お
、
簡
便
を
欲
し
て
、
漢

の
和
譯
を
省
略
す
る
。
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出 

典現
行
の
『
瑜
伽
師
地
論
』
に
な
い
。
法
身
、般
若
、解
脫
と
い
う
「
三

點
」
を
說
く
こ
の
『
十
七
地
論
』
は
明
ら
か
に
曇
無
讖
譯
『
大
般

涅
槃
經
』
の
次
の
よ
う
な

に
基
づ
く
。

　

何
等
名
爲
祕
密
之
藏
。
猶
如
伊
字
三
點
、
若
竝
則
不
成
伊
、
縱

亦
不
成
、
如
摩
醯
首
羅
面
上
三
目
、
乃
得
成
伊
三
點
、
若
別
、
亦

不
得
成
、
我
亦
如
是
、
解
脫
之
法
亦
非
涅
槃
、
如
來
之
身
亦
非
涅
槃
、

摩
訶
般
若
亦
非
涅
槃
、三
法
各
異
亦
非
涅
槃
。
我
今
安
住
如
是
三
法
、

爲
衆
生
故
名
入
涅
槃
、
如
世
伊
字
。（
曇
無
讖
譯
『
大
般
涅
槃
經
』

卷
二
、
長
壽
品
。
大
正
一
二
・
三
七
六
下
）

　

こ
の

は
曇
無
讖
譯
に
の
み
あ
り
、
法
顯
譯
や
藏
譯
に
な
い）

16
（

。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
『
十
七
地
論
』
に
つ
い
て
は
そ
の
イ
ン
ド
起

源
が
怪
し
ま
れ
る
。

『
究
竟
一
乘
寶
性
論
』（R

G
V

 21, 15-24,  10

）

[1] śuddhy-upakliṣṭatā-yogāt [2] niḥsaṃ
kleśa-viśuddhitaḥ |

[3] avinirbhāga-dharm
atvād [4] anābhogāvikalpataḥ ||

　

淸
淨
と
雜
染
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
。
雜
染
な
く
淸
淨
で

あ
る
か
ら
。
不
可
分
の
屬
性
で
あ
る
か
ら
。
無
功
用
か
つ
無
分
別

で
あ
る
か
ら
。

[1] tatra sam
alā tathatā yugapad eka-kālaṃ

 viśuddhā ca 
saṃ

kliṣṭā cety acintyam
 etat sthānam

. [...]

佚 『
合
部
金
光
明
經
』
三
身
分
別
品
の

「
是
二
種
如
如
如
如
不
一
不

異
。
是
故
法
身
慧
淸
淨
故
、
滅
淸
淨
故
。
是
二
淸
淨
。
是
故
法
身

具
足
淸
淨
」（
大
正
一
六
・
三
六
三
下
）
に
對
す
る
註
釋
。

　

第
四
明
道
前
後
法
身
不
離
淸
淨
、明
三
點
淸
淨
。
變
（
就
？
）
此
、

有
二
。
初
釋
、
後
結
。
就
釋
有
三
。

　

一
如
如
不
異
故
、
明
道
前
後
二
淸
淨
不
異
。
此
明
法
身
無
染

〈
…
…
〉。
…
…

　

二
「
是
故
」
下
、
明
般
若
無
礙
〈
…
…
〉。

　

三
「
滅
淸
淨
」
下
、
明
解
脫
無
垢
〈
…
…
〉。

　
「
是
二
淸
淨
」
不
（
下
？
）、
第
二
結
。
法
身
具
三
淸
淨
。
有
二
。

一
結
無
二
障
。
云
「
是
二
」
者
、是
上
般
若
解
脫
二
障
。
言
「
淸
淨
」

者
、
二
障
淨
也
。
二
「
是
故
」
下
、
結
法
身
具
三
淨
。
結
有
二
。

初
別
、
後
總
、
如

顯
也 

由
無
二
障
、
故
有
三
淨
。
此
三
身
卽
三

點
淸
淨
。
竝
出
『
十
七
地
論
』
自
作
此
釋
〈
…
…
〉。（『
金
光
明
最

勝
王
經
玄
樞
』
卷
五
。
大
正
五
六
・
五
七
三
中
）

『
合
部
金
光
明
經
』三
身
分
別
品
の
「
一
切
希
有
不
可
思
議
法
」（
大

正
一
六
・
三
六
四
上
）
に
對
す
る
註
釋
。

　
「
希
有
」
四
。『
十
七
地
』
偈
言
〈
隋
云
）
17
（

。
如
補
彼
『
決
定
藏
論
』

偈
言
〉。
一
者
、
一
時
淨
不
淨
。
二
、
初
無
垢
後
淨
。
三
、
無
離
無

有
異
。
四
、
無
動
無
思
惟
。

　

一
句
、
但
道
前
明
法
身
一
時
中
淨
、
此
是
希
有
不
可
思
議
。
煩

惱
不
染
是
淨
、
而
爲
煩
惱
所
覆
亦
是
不
淨
。

　

二
句
、
道
前
本
無
垢
、
而
道
後
復
言
淸
淨
、
亦
不
可
思
議
。
爲
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こ
の
う
ち
、
有
垢
眞
如
は
同
時
に
一
時
に
淸
淨
か
つ
雜
染
で
あ

る
と
い
う
點
で
、
そ
の
あ
り
よ
う
が
不
可
思
議
で
あ
る
。

[2] tatra nirm
alā tathatā pūrvam

alāsaṃ
kliṣṭā paścād viśuddhety 

acintyam
 etat sthānam

. [...]

　

こ
の
う
ち
、
無
垢
眞
如
は
先
に
垢
に
よ
っ
て
雜
染
さ
れ
ぬ
ま
ま

後
に
淸
淨
と
な
る
と
い
う
點
で
、
そ
の
あ
り
よ
う
が
不
可
思
議
で

あ
る
。

[3] tatra vim
alā buddha-guṇāḥ paurvāparyeṇaikanta-saṃ

kliṣṭāyām
 

api pṛthagjana-bhūm
av avinirbhāga-dharm

atayā nirviśiṣṭā 
 vidyanta ity acintyam

 etat sthānam
. [...]

　

こ
の
う
ち
、
離
垢
の
佛
諸
功
德
は
前
後
と
も
一
向
に
雜
染
さ
れ

て
い
る
異
生
地
に
お
い
て
す
ら
不
可
分
の
屬
性
と
し
て
變
わ
り
な

く
存
在
す
る
と
い
う
點
で
、
そ
の
あ
り
よ
う
が
不
可
思
議
で
あ
る
。

[4] tatra jina-kriyā yugapat sarvatra sarva-kālam
 anābhogenāvikalpato 

yathāśayeṣu yathā vainayikeṣu sattveṣu akṣūṇam
 anuguṇaṃ

 
pravartata ity acintyam

 etat sthānam
. [...]

　

こ
の
う
ち
、
勝
者
の
は
た
ら
き
は
同
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
所
に
、

あ
ら
ゆ
る
時
に
、
無
功
用
か
つ
無
分
別
に
、
願
い
に
合
わ
せ
、
所

化
の
諸
有
情
に
合
わ
せ
、
誤
り
な
く
適
宜
に
活
動
す
る
と
い
う
點

で
、
そ
の
あ
り
よ
う
が
不
可
思
議
で
あ
る
。

現
行
の
『
瑜
伽
師
地
論
』
に
な
い
。「
八
地
見
無
增
減
」
の
み
『
中

邊
分
別
論
』
の
次
の
よ
う
な

に
平
行
す
る
。

aṣṭam
yāhīnānadhikārtham

 anutpattikadharm
akṣāntilābhāt 

saṃ
kleśe vyavadāne vā kasyacid dharm

asya hānivṛddhyadarśanāt. 

（M
AV

B
h 35, 22-36, 1

）

自
性
、
明
本
無
垢
、
爲
修
得
故
、
後
言
淸
淨
。

　

三
句
、
明
凡
夫
中
一
切
佛
法
、
雖
在
生
死
中
、
而
萬
德
不
相
離
、

乃
至
道
後
、
體
亦
無
異
、
故
名
希
有
〈
…
…
〉。

　

四
句
、
明
道
後
如
來
恒
有
應
化
說
法
等
、
而
恒
寂
靜
不
動
、
無

有
作
意
思
惟
〈
…
…
〉。（『
金
光
明
最
勝
王
經
玄
樞
』
卷
五
。
大
正

五
六
・
五
七
七
中
）

『
合
部
金
光
明
經
』三
身
分
別
品
の
「
依
此
七
地
、破
不
見
滅
相
障
。

破
不
見
滅
相
障
已
、
入
於
八
地
、
依
此
八
地
、
破
不
見
生
相
障
」（
大

正
一
六
・
三
六
四
中
）
に
對
す
る
註
釋
。

又
『
十
七
地
論
』
明
七
地
具
見
無
生
無
滅
。
八
地
見
無
增
減
。（『
金

光
明
最
勝
王
經
玄
樞
』
卷
五
。
大
正
五
六
・
五
八
〇
上
）
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『
合
部
金
光
明
經
』
三
身
分
別
品
の

「
①
譬
如
有
金
鎔
銷
鍊
治
、

旣
燒
打
已
、
無
復
塵
垢
、
爲
顯
金
體
本
淸
淨
故
、
是
金
淸
淨
、
不

爲
無
金
。
②
譬
如
水
界
澄
渟
淸
淨
、
無
復
穢
濁
、
爲
顯
水
性
淸
淨
、

不
爲
無
水
、
如
是
法
身
煩
惱
本
起
悉
皆
淸
淨
、
是
法
身
淸
淨
、
不

爲
無
體
。
③
譬
如
空
中
煙
雲
塵
霧
皆
悉
已
淨
、
是
空
淸
淨
、
不
爲

無
空
。
如
是
法
身
一
切
諸
苦
悉
皆
滅
盡
、
故
說
淸
淨
、
不
爲
無
體
。

④
譬
如
有
人
於
臥
寐
中
、
夢
見
大
水
流
泛
其
身
、
運
手
動
足
、
逆

流
而
上
、
以
其
心
力
不
懈
退
故
、
從
於
此
岸
、
得
至
彼
岸
、
夢
旣

覺
已
、
不
見
有
水
彼
此
之
岸
、
生
死
妄
想
旣
滅
盡
已
、
是
覺
淸
淨
、

不
爲
無
覺
、
如
是
法
界
一
切
妄
想
不
復
更
生
、
故
說
淸
淨
、
不
爲

無
體
、
說
於
淸
淨
」（
大
正
一
六
・
三
六
四
下
）
に
對
す
る
註
釋
。

　

初
中
一
種
四
譬
、
譬
佛
有
四
種
四
義
。
出
『
十
七
地
論
』。

　

初
四
者
、
一
法
身
無
改
如
金
、
二
如
來
淸
淨
如
水
、
三
第
一
義

諦
遍
滿
如
空
、
四
大
般
涅
槃
明
了
如
覺
。

　

第
二
四
者
、
一
神
通
轉
變
如
金
成
種
種
器
、
二
慈
悲
潤
滑
如
水
、

三
自
性
無
異
不
捨
衆
生
如
空
、
四
智
慧
朗
然
如
覺
。

　

第
三
四
者
、
一
因
本
淸
淨
無
染
如
金
、
二
道
洗
除
淸
淨
如
水
、

三
解
脫
淸
淨
無
縛
如
空
、
四
果
淸
淨
如
覺
捨
睡
心
明
了
。

　

第
四
四
者
、
一
樂
如
金
種
種
利
益
、
二
淨
如
水
、
三
常
如
空
無
滅
、

四
我
如
覺
。
覺
卽
六
識
明
了
四
大
通
暢
如
我
。

　

初
四
次
第
者
、以
有
法
身
故
、從
道
前
而
未
來
。
由
見
第
一
義
諦
。

　

第
八
〔
地
〕
に
よ
っ
て
は
、
不
減
不
增
と
い
う
意
味
を
〔
洞
察

す
る
〕。
無
生
法
忍
を
得
る
ゆ
え
に
、
雜
染
で
あ
ろ
う
が
淸
淨
で
あ

ろ
う
が
、
い
か
な
る
法
も
減
っ
た
り
增
え
た
り
し
な
い
と
見
る
か

ら
で
あ
る
。

現
行
の
『
瑜
伽
師
地
論
』
に
な
い
。
た
だ
し
『
佛
性
論
』
の
次
の

よ
う
な

に
平
行
す
る
。

　

五
法
身
界
淸
淨
相
者
、
凡
有
四
譬
。
譬
各
四
義
。

　

初
四
義
者
、
法
身
不
改
如
金
、
如
如
淸
淨
如
水
、
第
一
義
諦
無

相
如
空
、
大
般
涅
槃
顯
了
如
覺
。

　

二
四
義
者
、
神
通
轉
變
如
金
、
慈
悲
潤
澤
如
水
、
自
性
不
捨
衆

生
如
空
、
般
若
解
淨
如
覺
。

　

三
四
義
者
、
因
本
淸
淨
無
染
如
金
、
勝
道
洗
浣
如
水
、
解
脫
無

累
如
空
、
果
體
顯
現
如
覺
。

　

四
四
義
者
、
樂
性
利
益
如
金
、
淨
體
淸
潔
如
水
、
常
德
無
壞
如
空
、

我
義
無
著
如
覺
。（『
佛
性
論
』
卷
四
。
大
正
三
一
・
八
一
〇
上
中
）
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先
に
述
べ
た
と
お
り
、
以
上
の
佚

は
お
そ
ら
く
眞
諦
が
大
淸
四
年
（
五
五
〇
）
に
譯
出
し
た
『
十
七
地
論
』
の
佚

で
な
く
、

眞
諦
『
金
光
明
經
疏
』
所
引
の
『
十
七
地
論
』
の
佚

で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。『
究
竟
一
乘
寶
性
論
』
が
『
十
七
地
論
』
と
呼
ば

有
第
一
義
諦
、
故
至
涅
槃
。
初
二
竝
明
上
煩
惱
淨
位
能
現
化
身
、

次
空
譬
明
上
苦
淨
位
能
現
應
身
、
後
睡
覺
譬
明
相
淨
位
顯
法
身
〈
莊

取
此
。
彼
明
三
淨
義
。
然
作
名
云
。
一
金
體
本
淨
喩
、
二
水
界
淸

淨
喩
、
三
虛
空
本
淨
喩
、
四
夢
見
度
水
喩
也
〉
此
初
譬
也
。（『
金

光
明
最
勝
王
經
玄
樞
』
卷
五
。
大
正
五
六
・
五
八
〇
下
）

『
合
部
金
光
明
經
』
陀
羅
尼
最
淨
地
品
の

「
譬
如
虛
空
及
轉
輪
聖

王
、
如
是
、
第
十
心
於
一
切
境
界
皆
悉
通
逹
故
、
於
一
切
法
自
在

至
灌
頂
位
故
、
是
名
智
波
羅
蜜
因
」（
大
正
一
六
・
三
七
三
上
）
に

對
す
る
註
釋
。

　
『
十
七
地
論
』
有
四
譬
。
譬
菩
薩
有
四
生
。
一
大
勝
生
、如
「
虛
」。

二
除
災
生
、如
醫
師
。
三
隨
類
生
、卽
隨
類
生
。
四
增
上
生
、如
「
輪

王
」。
就
初
有
二
。
一
大
身
如
「
空
」、
卽
化
身
作
大
魚
等
、
遍
滿

十
方
、飽
衆
生
。
二
大
力
如
「
空
」、卽
應
身
現
智
慧
力
、滿
十
方
也
。

二
除
災
者
、
菩
薩
隨
以
生
處
、
能
令
諸
苦
惱
息
。
如
入
熱
地
獄
、

令
地
獄
不
過
熱
。
此
通
應
化
二
身
。
三
隨
類
生
者
、
菩
薩
六
通
隨

類
敎
化
、作
外
道
鬼
神
王
劫

主
。
此
亦
應
化
二
身
。
四
增
上
生
者
、

作
「
轉
輪
王
」、
伏
於
一
切
。
亦
二
身
也
。
今
無
中
二
。（『
金
光
明

最
勝
王
經
玄
樞
』
卷
六
。
大
正
五
六
・
六
一
二
中
）

『
瑜
伽
師
地
論
』
本
地
分
中
菩
薩
地
生
品

sam
āsato bodhisattvānāṃ

 pañcavidhā upapattiḥ sarvatraṃ
 

sarvavihāreṣu ca sarveṣāṃ
 ca bodhisattvānām

 anavadyā sarva-
sattva-hitasukhāya. [1] īti-saṃ

śam
anī [2] tat-sabhāgānuvartanī 

[3] m
ahattvopapattir [4] ādhipatyopapattiś [5] caram

ā 
copapattiḥ.

（B
oB

h 247, 1-3

）

　

ま
と
め
れ
ば
、
諸
菩
薩
に
と
っ
て
、
生
は
五
種
類
で
あ
る
。
あ

ら
ゆ
る
所
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
諸
住
處
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る

諸
菩
薩
に
と
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
諸
有
情
を
利
益
安
樂
す
る
た
め
に
、

罪
な
き
〔
生
〕
が
あ
る
。
除
災
〔
生
〕
と
、
隨
類
〔
生
〕
と
、
大

勢
生
と
、
增
上
生
と
、
最
後
生
と
で
あ
る
。
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れ
た
り
、
そ
の
『
十
七
地
論
』
が
「
隋
云
」
と
あ
る

獻
に
よ
っ
て
『
決
定
藏
論
』
と
言
い
換
え
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
が
、
そ
れ
を
ど
う
理
解
す
る
か
は
今
後
ほ
か
の
資
料
と
と
も
に
檢
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る）

18
（

。
と
り
あ
え
ず
現
時
點
に
お
い
て

確
實
に
言
え
る
こ
と
は
、
眞
諦
が
言
う
『
十
七
地
論
』
が
必
ず
し
も
『
瑜
伽
師
地
論
』
を
指
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
九
識
說
の
根
據
を
『
決
定
藏
論
』（『
十
七
地
論
』）
に
求
め
る
『
九
識
章
』
を
、『
瑜
伽
師
地
論
』
に
お
い
て
九
識
說
が
說
か
れ

な
い
と
い
う
理
由
か
ら
僞
撰
と
斷
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
檢
討
し
て
こ
な
か
っ
た
『
九
識
章
』
の
【

４
】
に
つ
い
て
檢
討
を
加
え
た
い
。【

４
】
の
檢
討
を
こ
こ

に
置
く
の
は
、【

４
】
に
つ
い
て
も
ま
た
『
十
七
地
論
』
と
の
關
わ
り
を
指
摘
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
【

４
】
は
二
乘
（
聲
聞
・
緣
覺
）
の
う
ち
緣
覺
が
大
乘
に
迴
心
し
た
の
ち
ま
ず
菩
薩
の
十
信
位
に
入
る
と
述
べ
て
い
た
。
と
こ

ろ
で
、
隋
の
吉
藏
（
五
四
九
―
六
二
三
）
は
眞
諦
の
次
の
よ
う
な
說
を
紹
介
し
て
い
る
。

聲
聞
迴
小
入
大
、
妙
得
入
菩
薩
十
信
之
位
。
故
前

云
、「
汝
舍
利
弗
、
以
信
力
故
、
得
入
此
經
」。
卽
其
證
也
。
又
眞
諦
三
藏

云
、〝『
十
七
地
論
』

亦
作
此
判
。〞
…
…
眞
諦
三
藏
云
、〝
闡
提
有
二
。
一
凡
夫
、
二
者
二
乘
。
凡
夫
闡
提
不
信
三
一
、二
乘

闡
提
信
三
不
信
一
、
今
聞
『
法
華
』
破
三
、
始
得
入
菩
薩
十
信
位
。〞（
吉
藏
『
法
華
義
疏
』
卷
七
。
大
正
三
四
・
五
四
三
中
）

　

聲
聞
は
小
乘
か
ら
迴
心
し
て
の
ち
大
乘
に
入
り
、あ
り
が
た
く
も
菩
薩
の
十
信
位
に
入
る
こ
と
を
得
る
。ゆ
え
に
前
の〔『
法

華
經
』
の
〕

に
お
い
て
「
汝
舍
利
弗
は
信
の
力
に
よ
っ
て
こ
の
『〔
法
華
〕
經
』
に
入
る
こ
と
を
得
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

ま
さ
し
く
そ
の
證
據
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
眞
諦
三
藏
は
〝『
十
七
地
論
』
の

も
ま
た
こ
う
し
た
判
定
を
行
な
っ
て
い
る
〞

と
述
べ
て
い
る
。
…
…
眞
諦
三
藏
は
〝
一
闡
提
に
は
二
つ
が
あ
る
。
一
つ
め
は
凡
夫
で
あ
る
者
で
あ
り
、
二
つ
め
は
二
乘
で

あ
る
者
で
あ
る
。
凡
夫
で
あ
る
一
闡
提
は
三
乘
を
も
一
乘
を
も
信
じ
な
い
。
二
乘
で
あ
る
一
闡
提
は
三
乘
を
信
じ
て
一
乘
を
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信
じ
な
い
が
、
今
、『
法
華
經
』
が
三
乘
を
破
る
の
を
聞
い
て
、
よ
う
や
く
菩
薩
の
十
信
位
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
〞
と
言
っ

て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
眞
諦
は
『
十
七
地
論
』
に
基
づ
い
て
、
二
乘
が
大
乘
に
迴
心
し
た
の
ち
ま
ず
菩
薩
の
十
信
位
に
入
る
と
述
べ
て
お
り
、

【

４
】
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
『
十
七
地
論
』
の
內
容
は
『
瑜
伽
師
地
論
』
の
う
ち
に
存
在
し
な
い）

19
（

。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
す
で
に
、
眞
諦
が
言
う
『
十
七
地
論
』
が
必
ず
し
も
『
瑜
伽
師
地
論
』
を
指
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て

い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
む
し
ろ
、【

４
】
と
『
十
七
地
論
』
と
が
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
『
九
識
章
』
が
『
決
定
藏
論
』（『
十
七
地
論
』）
を
引
用
し
て
い
た
と
い
う
【

１
】
の
證
言
を
閒
接
的
に
裏
づ
け
る
か
ら

で
あ
る
。お

わ
り
に

　

小
稿
に
お
け
る
檢
討
結
果
を
纏
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

１　

圓
測
の
著
作
か
ら
回
收
さ
れ
る
『
九
識
章
』
は
眞
諦
『
仁
王
般
若
經
疏
』
や
イ
ン
ド
の
安
慧
『
唯
識
三
十
頌
釋
』
と
の
竝
行
箇

所
を
有
し
て
お
り
、
イ
ン
ド
人
眞
諦
の
撰
述
と
斷
定
さ
れ
る
。

２　
『
唯
識
三
十
頌
釋
』
の
内
容
は
玄
奘
歸
國
以
降
に
お
い
て
口
傳
や
『
成
唯
識
論
』
を
通
じ
て
漢
語
使
用
者
に
知
ら
れ
て
い
た
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、『
九
識
章
』
が
玄
奘
歸
國
以
降
の
漢
語
使
用
者
に
よ
る
僞
撰
で
な
い
こ
と
は
『
成
唯
識
論
』
を
知
る

前
に
書
か
れ
た
元
曉
の
諸
著
作
に
お
い
て
『
九
識
章
』
が
言
及
さ
れ
た
り
利
用
さ
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
斷
定
さ
れ
る
。

３　
『
九
識
章
』
は
九
識
説
の
根
拠
と
し
て
『
決
定
藏
論
』
九
識
品
に
言
及
す
る
。『
決
定
藏
論
』
は
『
瑜
伽
師
地
論
』
攝
決
擇
分
を
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意
味
す
る
が
、
攝
決
擇
分
に
九
識
品
は
な
い
。
た
だ
し
『
九
識
章
』
以
外
の
佚
文
に
お
い
て
、
眞
諦
は
『
十
七
地
論
』『
決
定

藏
論
』
と
い
う
名
の
も
と
に
『
瑜
伽
師
地
論
』
以
外
の

を
引
用
し
て
お
り
、『
九
識
章
』
に
お
い
て
九
識
說
の
根
據
と
し
て

言
及
さ
れ
る
『
決
定
藏
論
』
も
『
瑜
伽
師
地
論
』
以
外
を
指
す
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
瑜
伽
師
地
論
』
攝
決
擇
分

に
九
識
品
が
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
『
九
識
章
』
を
僞
撰
と
斷
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

以
上
の
檢
討
結
果
に
よ
っ
て
、
筆
者
は
圓
測
の
著
作
か
ら
回
收
さ
れ
る
『
九
識
章
』
が
眞
諦
の
直
說
で
あ
る
こ
と
、
九
識
說
中
國

佛
敎
起
源
說
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
結
論
す
る
の
で
あ
る
。

略
號

A
S: A

bhidharm
asam

uccaya. ed. by Vasudev V. G
okhale, in: Journal of the B

om
bay B

ranch, N
.S.23, R

oyal A
siatic Society, London 1947.

B
oB

h: B
odhisattvabhūm

i, ed. by N
alinaksha D

utt, Patna 1966.

M
AV

B
h: M

adhyāntavibhāgabhāṣya, ed. by G
adjin M

. N
agao, Tokyo 1964.

M
SA

B
h: M

ahāyānasūtrālaṃ
kārabhāṣya, ed. by Sylvain Lévi, Paris 1911.

PV
SPP: P

añcaviṃ
śatisāhasrikā P

rajñāpāram
itā V, ed. by Takayasu K

im
ura, Tokyo 1992.

R
G

V: R
atnagotravibhāga, ed. by Edw

ard H
am

ilton Johnston, Patna 1950.

TrB
h: Triṃ

śikābhāṣya, ed. by Sylvain Lévi, Paris 1925.

TrṬ: Triṃ
śikāṭīkā, in 

西
藏
佛
典
普
及
會
『
三
本
校
合　

調
伏
天
造
唯
識
三
十
頌
釋
疏
』
丁
字
屋
書
店
、
一
九
三
八
年
。

新
續: 

新
纂
續
藏
經
。

續: 

續
藏
經
。

大
正: 

大
正
新
脩
大
藏
經
。
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日
佛
全: 

大
日
本
佛
敎
全
書
。

先
行
硏
究

岩
田
良
三
（
一
九
七
二
）「
眞
諦
の
阿
摩
羅
識
說
に
つ
い
て
」『
鈴
木
學
術
財
團
年
報
』
八
。

惠　
　

敏
（
一
九
九
四
）『「
聲
聞
地
」
に
お
け
る
所
緣
の
硏
究
』
山

房
佛
書
林
。

下
田
正
弘
（
一
九
九
三
）『
藏

和
譯
『
大
般
涅
槃
經
』（
Ⅰ
）』
山

房
佛
書
林
。

月
輪
賢
隆
（
一
九
三
五
）「
究
竟
一
乘
寶
性
論
に
就
て
」『
日
本
佛
敎
學
協
會
年
報
』
七
。

袴
谷
憲
昭
（
一
九
七
九
）「Viniścayasaṃ

grahaṇī

に
お
け
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
規
定
」『
東
洋

化
硏
究
所
紀
要
』
七
九
。

袴
谷
憲
昭
（
二
〇
〇
一
）『
唯
識
思
想
論
考
』
大
藏
出
版
。

水
野
弘
元
（
一
九
八
四
）「
五
十
二
位
等
の
菩
薩
階
位
說
」『
佛
敎
學
』
一
八
。

山
口　

益
・
野
澤
靜
證
（
一
九
五
三
）『
世
親
唯
識
の
原
典
解
明
』
法
藏
館
。

結
城
令
聞
（
一
九
三
七
）「
支
那
唯
識
學
史
上
に
於
け
る
楞
伽
師
の
地
位
」『
支
那
佛
敎
史
學
』
一
・
一
。

結
城
令
聞
（
一
九
九
九
）『
結
城
令
聞
著
作
選
集
１　

唯
識
思
想
』
春
秋
社
。

吉
村　

誠
（
二
〇
〇
二
）「
攝
論
學
派
に
お
け
る
心
識
說
に
つ
い
て
」『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
五
一
・
一
。

吉
村　

誠
（
二
〇
〇
三
Ａ
）「
中
國
唯
識
諸
學
派
の
展
開
」『
東
方
學
の
新
視
點
』
五
曜
書
房
。

吉
村　

誠
（
二
〇
〇
三
Ｂ
）「
攝
論
學
派
の
心
識
說
に
つ
い
て
」『
駒
澤
大
學
佛
敎
學
部
論
集
』
三
四
。

吉
村　

誠
（
二
〇
〇
七
）「
眞
諦
の
阿
摩
羅
識
說
と
攝
論
學
派
の
九
識
說
」『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
五
六
・
一
。

聖
凱Shengkai （
二
〇
〇
七
）「
阿
摩
羅
識
與
本
覺

│
攝
論
師
的
〝
阿
摩
羅
識
〞
思
想
」『
敦
煌
學
輯
刊
』
二
〇
〇
七
年
三
期
。

印
順Y

inshun （
一
九
九
〇
）「
論
眞
諦
三
藏
所
傳
的
阿
摩
羅
識
」『
妙
雲
集
下
編
之
三
』
臺
北
・
正
聞
出
版
社
。



眞諦『九識章』をめぐって

149

注

（
1
） 
こ
の
假
說
は
國
內
に
お
い
て
は
結
城
令
聞
（
一
九
三
七
）
を
嚆
矢
と
し
、吉
村
誠
（
二
〇
〇
二
）（
二
〇
〇
三
Ａ
）（
二
〇
〇
三
Ｂ
）（
二
〇
〇
七
）

が
そ
れ
に
追
隨
す
る
。
國
外
に
お
い
て
は
印
順
（
一
九
九
〇
）
や
聖
凱
（
二
〇
〇
七
Ａ
）
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
。
彼
ら
の
假
說
は
九
識
說

に
關
す
る
諸
資
料
の
錯
綜
を
九
識
說
中
國
佛
敎
起
源
說
の
導
入
に
よ
っ
て
合
理
的
に
解
釋
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
彼
ら

が
イ
ン
ド
佛
敎
硏
究
者
で
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
っ
て
か
、
九
識
說
を
イ
ン
ド
佛
敎
の

脈
に
お
い
て
檢
討
す
る
と
い
う
作
業
を
缺
い
て
お

り
、
そ
の
點
に
お
い
て
、
九
識
說
中
國
佛
敎
起
源
と
い
う
結
論
を
先
取
し
た
上
で
の
、
諸
資
料
の
意
圖
的
な
操
作
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
の
な

い
側
面
を
有
し
て
い
る
。
小
稿
に
お
い
て
筆
者
が
行
な
い
た
い
の
は
、
ま
さ
し
く
彼
ら
の
假
說
に
お
い
て
缺
け
て
い
る
、
九
識
說
を
イ
ン
ド

佛
敎
の

脈
に
お
い
て
檢
討
す
る
と
い
う
作
業
に
他
な
ら
な
い
。

（
2
） 

主
な
經
錄
の
う
ち
に
記
載
さ
れ
る
題
名
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

　
『
九
識
義
記
』
二
卷
。
太
淸
三
年
、
於
新
吳
美
業
寺
出
。（
費
長
房
『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
一
。
大
正
四
九
・
九
九
上
）

 

　
『
九
識
論
』
二
卷
〈
眞
諦
三
藏
述
〉。（
圓
超
『
華
嚴
宗
章
疏

因
明
錄
』。
大
正
五
五
・
一
一
三
三
上
）

 

　
『
九
識
章
』
三
卷
。
眞
諦
述
。（
義
天
『
新
編
諸
宗
敎
藏
總
錄
』。
大
正
五
五
・
一
一
七
七
下
）

（
3
） 

珍
海
『
三
論
玄
疏

義
要
』
卷
二
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

 

　

眞
諦
三
藏
『
九
識
章
』
云
、〝
天
親
造
論
百
部
〞
云
云
。（
大
正
七
〇
・
二
二
八
下
）

 

　
　

眞
諦
三
藏
の
『
九
識
章
』
は
〝
天
親
（Vasubandhu
）
は
百
部
の
論
を
造
っ
た
〞
う
ん
ぬ
ん
と
言
っ
て
い
る
。

（
4
） 

眞
諦
譯
『
中
邊
分
別
論
』
卷
上
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

 

　

塵
根
我
及
識
、
本
識
生
似
彼
、
但
識
有
無
彼
、
彼
無
故
識
無
。（
大
正
三
一
・
四
五
一
中
）

 

〔
六
〕
境
と
〔
五
〕
根
と
我
（
＝
意
根
）
と
〔
六
〕
識
と
。
本
識
（
＝
阿
梨
耶
識
）
は
そ
れ
ら
と
し
て
顯
現
す
る
。
た
だ
〔
本
〕
識
の
み

が
あ
っ
て
彼
（
＝
〔
六
〕
根
と
〔
六
〕
境
と
我
と
〔
六
〕
識
と
）
は
な
い
。
彼
が
な
い
ゆ
え
に
〔
本
〕
識
も
な
い
。

 

　

arthasattvātm
avijñaptipratibhāsaṃ

 prajāyate | vijñānaṃ
 nāsti cāsyārthas tadabhāvāt tad apy asat || (M
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B

h 18, 21-22)



150

 

對
象
（
＝
六
境
）
と
有
情
（
＝
五
根
）
と
我
（
＝
染
汚
意
＝
意
根
）
と
識
（
＝
六
識
）
と
の
顯
現
を
有
す
る
識
が
生
ず
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
（
＝
對
象
と
有
情
と
我
と
識
と
）
の
實
體
は
な
い
。
そ
れ
（
＝
實
體
）
が
な
い
ゆ
え
に
、〔
そ
れ
（
＝
實
體
）
を
所
緣
と
す
る
〕
そ

れ
（
＝
識
）
も
な
い
。

（
5
） 

圓
測
が
第
七
識
と
第
八
識
と
に
つ
い
て
「
安
慧
宗
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
以
下
の
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
ま
ず
、
第
七
識
（
末
那
）
が
煩

惱
障
と
の
み
俱
で
あ
っ
て
、
煩
惱
障
が
な
く
な
る
三
位
（
出
世
閒
道
、
滅
盡
定
〔
＝
第
八
識
以
外
が
滅
盡
す
る
定
〕、
無
學
地
〔
＝
阿
羅
漢
・

獨
覺
・
佛
〕）
に
な
い
と
い
う
說
は
『
成
唯
識
論
』
卷
四
の
う
ち
に
も
出
る
。

 

　

此
中
有
義
、〝
末
那
唯
有
煩
惱
障
俱
。
聖
敎
皆
言
三
位
無
故
。〞（
大
正
三
一
・
二
四
上
）

 

こ
こ
で
、あ
る
者
は
〝
末
那
は
た
だ
煩
惱
障
と
俱
な
る
こ
と
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
聖
敎
は
い
ず
れ
も
〔
末
那
が
〕
三
位
に
な
い
と
言
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
〞
と
主
張
す
る
。

 

基
『
成
唯
識
論
述
記
』
卷
四
末
は
こ
れ
を
安
慧
ら
の
說
に
同
定
す
る
。

『
論
』「
此
中
有
義
」
至
「
三
位
無
故
」。
述
曰
。
下
更
諍
也
。
安
惠
等
云
。〝
三
位
體
無
。
此
識
俱
時
唯
有
人
執
無
有
法
執
。『
對
法
』
等
說

三
位
無
故
。
若
此
俱
有
法
執
、
應
言
三
位
有
。〞
准
此
師
計
、
卽
成
佛
時
無
第
七
識
、
餘
七
識
成
佛
。（
大
正
四
三
・
四
〇
五
上
）

 

『〔
成
唯
識
〕
論
』
の
「
こ
こ
で
、
あ
る
者
は
」
か
ら
「
三
位
に
な
い
と
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
ま
で
に
つ
い
て
、『
述
記
』
の

。

こ
こ
か
ら
は
あ
ら
た
め
て
論
諍
す
る
。
安
惠
ら
は
〝
三
位
に
〔
末
那
の
〕
體
は
な
い
。
こ
の
〔
第
七
〕
識
と
俱
に
は
た
だ
人
執
（
＝
煩

惱
障
）
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
法
執
（
＝
所
知
障
）
は
な
い
。『
阿
毘
逹
磨
雜
集
論
』
な
ど
は
〔
末
那
が
〕
三
位
に
な
い
と
說
い
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
（
＝
末
那
）
と
俱
に
法
執
が
あ
る
な
ら
ば
、〔『
阿
毘
逹
磨
雜
集
論
』
な
ど
は
末
那
が
〕
三
位
に
あ
る
と
說

く
べ
き
で
あ
る
〞
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
〔
安
惠
〕
師
の
考
え
に
準
據
す
る
な
ら
ば
、
ま
さ
し
く
、
佛
と
な
る
時
に
第
七
識
は
な
く
、

ほ
か
の
七
識
が
佛
と
な
る
の
で
あ
る
。

 

慧
沼
『
成
唯
識
論
了
義
燈
』
卷
四
末
に
よ
れ
ば
、
圓
測
『
成
唯
識
論
疏
』（
散
逸
）
は
こ
れ
を
淨
月
、
安
慧
の
說
に
同
定
す
る
。

西
明
云
、〝
第
二
淨
月
安
惠
師
許
三
位
無
末
那
故
。〞（
大
正
四
三
・
七
四
一
上
）

 

西
明
〔
寺
圓
測
〕
は
〝
第
二
に
淨
月
、
安
惠
師
は
三
位
に
末
那
が
な
い
と
認
め
る
か
ら
で
あ
る
〞
と
言
っ
て
い
る
。
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こ
れ
に
よ
っ
て
、
第
七
識
（
末
那
）
が
煩
惱
障
と
の
み
俱
で
あ
っ
て
第
七
識
は
佛
に
な
ら
な
い
と
い
う
說
を
、
圓
測
が
安
慧
ら
の
說
と
見

な
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
動
的
に
、『
九
識
章
』
に
お
い
て
も
、
圓
測
が
第
七
識
と
第
八
識
と
に
つ
い
て
「
安
慧

宗
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。

（
6
） 

周
知
の
と
お
り
、「
本
覺
」
と
い
う
語
は
『
大
乘
起
信
論
』
の
う
ち
に
も
現
わ
れ
る
が
、『
九
識
章
』
と
『
大
乘
起
信
論
』
と
の
關
係
に
つ
い

て
は
別
の
機
會
に
お
い
て
吟
味
す
る
。

（
7
） 

南
本
『
大
般
涅
槃
經
』
卷
十
九
、
光
明
遍
照
高
貴
德
王
菩
薩
品
第
二
十
二
に
お
け
る
次
の
よ
う
な

を
指
す
。

 

善
男
子
、
何
因
緣
故
不
到
到
。
不
到
者
、
名
大
涅
槃
。
何
義
故
到
。
永
斷
貪
欲
瞋
恚
愚
癡
身
口
惡
故
、
不
受
一
切
不
淨
物
故
、
不
犯
四
重
故
、

不
謗
方
等
經
故
、
不
作
一
闡
提
故
、
不
作
五
逆
罪
故
、
以
是
義
故
名
不
到
到
。
須
陀

者
八
萬
劫
到
、
斯
陀
含
者
六
萬
劫
到
、
阿
那
含
者

四
萬
劫
到
、
阿
羅
漢
者
二
萬
劫
到
、
辟
支
佛
者
十
千
劫
到
、
以
是
義
故
名
不
到
到
。（
大
正
一
二
・
七
三
四
下
）

 

善
男
子
よ
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
不
到
に
到
る
の
か
。
不
到
と
は
、
大
涅
槃
と
呼
ば
れ
る
。
い
か
な
る
わ
け
で
到
る
の
か
。
貪
欲

と
瞋
恚
と
愚
癡
と
身
口
の
惡
と
を
永
斷
す
る
か
ら
、
か
つ
、
あ
ら
ゆ
る
不
淨
の
物
を
受
け
な
い
か
ら
、
か
つ
、〔
不
殺
生
戒
、
不
偸
盗
戒
、

不
邪
淫
戒
、
不
妄
語
戒
と
い
う
〕
四
重
禁
戒
を
犯
さ
な
い
か
ら
、
か
つ
、
方
等
經
（* vaipulya-sūtra. 

大
乘
經
）
を
謗
ら
な
い
か
ら
、

か
つ
、
一
闡
提
と
な
ら
な
い
か
ら
、
か
つ
、〔
殺
父
、
殺
母
、
殺
阿
羅
漢
、
出
佛
身
血
、
破
和
合
僧
と
い
う
〕
五
逆
罪
を
な
さ
な
い
か
ら
、

こ
う
い
う
わ
け
で
不
到
に
到
る
と
呼
ば
れ
る
。
須
陀

は
八
萬
劫
か
か
っ
て
到
り
、
斯
陀
含
は
六
萬
劫
か
か
っ
て
到
り
、
阿
那
含
は
四

萬
劫
か
か
っ
て
到
り
、
阿
羅
漢
は
二
萬
劫
か
か
っ
て
到
り
、
辟
支
佛
は
十
千
劫
か
か
っ
て
到
る
、
こ
う
い
う
わ
け
で
不
到
に
到
る
と
呼

ば
れ
る
。

（
8
） 

玄
奘
譯
『
大
般
若
波
羅
蜜
多
經
』
卷
四
百
五
十
四
「
法
定
・
法
住
・
法
性
・
法
界
・
不
虛
妄
性
・
不
變
異
性
・
平
等
性
・
離
生
性
・
虛
空
界
・

眞
如
・
實
際
・
不
思
議
界
」（
大
正
七
・
二
九
一
上
）、『
大
般
若
波
羅
蜜
多
經
』
卷
五
百
一
十
九
「
法
定
・
法
住
・
法
性
・
法
界
・
不
虛
妄
性
・

不
變
異
性
・
平
等
性
・
離
生
性
・
眞
如
・
實
際
、
及
虛
空
界
・
不
思
議
界
」（
大
正
七
・
六
五
五
中
）。
前
者
は
『
二
萬
五
千
頌
般
若
波
羅
蜜
多
』、

後
者
は
『
一
萬
八
千
頌
般
若
波
羅
蜜
多
』
で
あ
る
が
、
現
行
の
梵

『
二
萬
五
千
頌
般
若
波
羅
蜜
多
』（PV

SPP 15, 32-16, 1 

）
に
お
い
て

は
「
法
住
・
法
定
・
法
性
・
法
界
・
眞
如
・
不
虛
妄
性
・
不
變
異
性
・
實
際
」（dharm

asthititā dharm
aniyām

atā dharm
atā dharm

adhātus 
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tathatā avitathatā ananyatathatā bhūtakoṭiḥ

）
と
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

（
9
） 
鳩
摩
羅
什
譯
『
大
智
度
論
』
卷
一
に
お
け
る
次
の
よ
う
な

を
指
す
。

 
過
一
切
語
言
道
、
心
行
處
滅
、
遍
無
所
依
、
不
示
諸
法
、
諸
法
實
相
、
無
初
無
中
無
後
、
不
盡
不
壞
、
是
名
第
一
義
悉
檀
。（
大
正

二
五
・
六
一
中
）

 

あ
ら
ゆ
る
言
語
の
道
を
超
え
、
心
の
所
行
の
處
が
滅
し
、
あ
ま
ね
く
所
依
が
な
く
、
諸
法
を
示
さ
ず
、
諸
法
の
實
相
で
あ
り
、
初
も
な

く
中
も
な
く
後
も
な
く
、
盡
き
る
こ
と
も
な
く
壞
れ
る
こ
と
も
な
い
、
そ
れ
が
第
一
義
悉
檀
（*param

ārtha-siddhānta. 

勝
義
の
立
場
）

と
呼
ば
れ
る
。

（
10
） 

こ
の
こ
と
は
岩
田
良
三
（
一
九
七
二
）
の
指
摘
に
よ
る
。

（
11
） 『
阿
毘
逹
磨
集
論
』
の

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

m
anaḥ katam

at. yan nityakālaṃ
 m

anyanātm
akam

 ālayavijñānālam
banaṃ

 caturbhiḥ kleśaiḥ sam
prayuktam

 ātm
adṛṣṭyātm

asnehenās

m
im
ānenāvidyayā ca. tac ca sarvayragaṃ

 kuśale ’py akuśale ’py avyākṛte ’pi sthāpayitvā m
ārga-saṃ

m
ukhībhāvaṃ

 nirodha-

sam
āpattim

 aśaikṣa-bhūm
iṃ

 ca, yac ca ṣaṇṇāṃ
 vijñānānāṃ

 sam
anantara-niruddhaṃ

 vijñānam
.

（A
S 19,14-17

）

 

意
と
は
何
か
。
常
時
に
思
量
を
性
質
と
し
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
所
緣
と
し
、
我
見
・
我
愛
・
我

・
無
明
と
い
う
四
つ
の
煩
惱
と
相
應
す

る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
善
に
お
い
て
も
不
善
に
お
い
て
も
無
記
に
お
い
て
も
遍
行
し
、〔
聖
〕
道
の
現
前
と
、
滅
盡
定
と
、

無
學
地
と
を
例
外
と
す
る
。
さ
ら
に
、
六
識
に
と
っ
て
直
前
に
滅
し
た
識
な
る
も
の
で
も
あ
る
。

（
12
） 『
瑜
伽
師
地
論
』
攝
決
擇
分
中
五
識
身
相
應
意
地
に
お
け
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
袴
谷
憲
昭
（
一
九
七
九
）（
再
錄
：
袴
谷
憲

昭
〔
二
〇
〇
一
〕）
に
よ
る
嚴
密
な
翻
譯
硏
究
を
見
よ
。

（
13
） 

こ
の
こ
と
は
山
口
益
・
野
澤
靜
證
（
一
九
五
三
、二
〇
六
頁
註
）
に
お
い
て
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
14
） 

吉
村
誠
（
二
〇
〇
七
）
は
『
九
識
章
』
と
安
慧
の
說
と
の
合
致
に
つ
い
て
注
目
し
て
い
な
い
が
、『
九
識
章
』
が
唐
に
お
け
る
僞
撰
で
あ
る
可

能
性
を
想
定
し
て
い
る
。「
た
だ
し
、「
九
識
章
」
が
攝
論
學
派
の
末
期
に
な
っ
て
突
然
出
現
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
が
唐
初
の
攝
論

學
派
で
僞
作
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
九
識
章
」
の
引
用
す
る
『
決
定
藏
論
』
九
識
品
は
、
九
識
の
組
織
を
說
く
ほ
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と
ん
ど
唯
一
の

章
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
重
要
な

章
が
、
圓
測
以
前
の
著
作
に
は
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
も
奇
妙
な
こ
と

で
あ
る
。
玄
奘
の
歸
國
後
に
作
ら
れ
た
僞
經
の
中
に
九
識
說
を
說
く
も
の
が
あ
る
が
、「
九
識
章
」
な
い
し
『
決
定
藏
論
』
九
識
品
も
、
九
識

說
を
主
張
す
る
た
め
に
攝
論
學
派
で
僞
作
さ
れ
た
も
の
と
み
る
方
が
自
然
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」。

（
15
） 

惠
敏
（
一
九
九
四
、六
頁
）。

（
16
） 

下
田
正
弘
（
一
九
九
三
、一
七
二
頁
註
三
〇
）。

（
17
） 「
隋
云
」
は
『
金
光
明
經
』
に
對
す
る
作
者
不
明
の
隋
代
の
疏
を
指
す
。
永
超
『
東
域
傳
燈
目
錄
』
の
う
ち
に
出
る
「
同
經
疏
八
卷
。
志
德
師
」

（
大
正
五
五
・
一
一
五
三
中
）
か
。

（
18
） 

な
お
、
眞
諦
譯
『
佛
性
論
』
は
『
究
竟
一
乘
寶
性
論
』
の
頌
を
『
解
節
經
』
と
呼
ん
で
い
る
。
月
輪
賢
隆
（
一
九
三
五
）
を
見
よ
。

（
19
） 「
十
信
」
と
は
中
國
佛
敎
に
お
い
て
創
出
さ
れ
た
五
十
二
位
の
菩
薩
階
位
說
の
う
ち
最
初
の
十
位
を
指
す
。
當
然
な
が
ら
、
そ
れ
は
『
瑜
伽
師

地
論
』
の
う
ち
に
は
說
か
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
眞
諦
譯
は
し
ば
し
ば
譯

に
お
い
て
五
十
二
位
の
菩
薩
階
位
說
に
基
づ
く
記
述
を
有
し
、

そ
れ
は
眞
諦
に
よ
っ
て
漢
譯
の
際
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
水
野
弘
元（
一
九
八
四
）を
見
よ
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、

眞
諦
が
『
十
七
地
論
』
の
う
ち
に
十
信
に
關
わ
る
記
述
を
加
え
た
と
し
て
も
不
可
解
で
な
く
、
現
實
に
、
吉
藏
は
『
十
七
地
論
』
に
お
い
て

五
十
二
位
の
菩
薩
階
位
說
が
說
か
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

 

尋
『
華
嚴
』『
瓔
絡
』『
仁
王
』『
攝
大
乘
論
』『
十
七
地
論
』『
五
凡
夫
論
』
等
、
皆
有
五
十
二
位
。（
吉
藏
『
法
華
玄
論
』
卷
五
。
大
正

三
四
・
四
〇
三
中
）

 

『
華
嚴
經
』『
瓔
絡
本
業
經
』『
仁
王
般
若
經
』『
攝
大
乘
論
』『
十
七
地
論
』『
五
凡
夫
論
』
な
ど
を
調
べ
て
み
る
に
、
い
ず
れ
も
五
十
二

位
を
有
し
て
い
る
。
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眞
諦
譯
『
律
二
十
二
明
了
論
』
の
特
徵）

1
（

生　

野　

昌　

範

は
じ
め
に

　

眞
諦
譯
『
律
二
十
二
明
了
論
』
は
、
冒
頭
に
「
正
量
部　

佛
陀
多
羅
多
法
師
造
」（
大
正
二
四
・
六
六
五
中
一
二
）
と
記
さ
れ
て
い

る
の
で
、
正
量
部
に
歸
屬
す
る

獻
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
こ
の
論
は
、
律
の
重
要
な
問
題
を
「
二
十
二
偈
」
に
ま
と
め
て
、
そ
れ

に
註
釋
を
施
し
た
も
の
で
あ
る）

2
（

」。
こ
の
正
量
部
所
傳
の『
律
二
十
二
明
了
論
』に
お
い
て
、敎
理
に
關
連
す
る
こ
と
に
關
し
て
は『
有

爲
無
爲
決
擇
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
正
量
部
說
と
比

さ
れ
た
上
で
、既
に
考
察
が
行
な
わ
れ
て
い
る）

3
（

。
一
方
、『
律
二
十
二
明
了
論
』

が
述
べ
て
い
る
佛
敎
僧
團
內
の
規
定
に
關
し
て
は
、
こ
の

獻
以
外
に
正
量
部
に
歸
屬
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
律

獻
が
現
在
ま

で
の
と
こ
ろ
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
正
量
部
內
部
の
律

獻
を
用
い
て
比

し
考
察
を
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い）

4
（

。
そ
こ
で
、
以

下
で
は
他
部
派
に
歸
屬
す
る
現
存
廣
律
と
『
律
二
十
二
明
了
論
』
と
の
比

を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て）

5
（

、『
律
二
十
二
明
了
論
』
に

お
け
る
特
徵
の
一
斑
を
檢
討
し
て
み
た
い
。
な
お
、
正
量
部
そ
の
も
の
は
上
座
部
の
一
分
派
で
あ
る
犢
子
部
か
ら
分
出
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
る）

6
（

が
、
犢
子
部
に
歸
屬
す
る
律

獻
も
殘
念
な
が
ら
知
ら
れ
て
い
な
い）

7
（

。
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他
部
派
の
廣
律
と
の
比

檢
討

　

法
藏
部
所
傳
の
『
四
分
律
』、
化
地
部
所
傳
の
『
五
分
律
』、
說
一
切
有
部
所
傳
の
『
十
誦
律
』
と
『
根
本
說
一
切
有
部
律）

8
（

』、
大

衆
部
所
傳
の
『
摩
訶
僧
祇
律
』、（
南
方
）
上
座
部
所
傳
の
『
パ
ー
リ
律
』
を
主
と
し
て
用
い
て
、『
律
二
十
二
明
了
論
』
の
內
の
三

箇
所
の
記
述
を
檢
討
し
て
み
た
い）

9
（

。

（
一
）

　
『
律
二
十
二
明
了
論
』（
大
正
二
四
・
六
六
七
中
一
○
〜
二
六
）
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

律
中
佛
說
有
十
四
能
破
僧
和
合
因
緣
。
如
律
所
說
次
第
。
此
中
非
法
者
、
五
邪
道
分
。
法
者
、
五
正
道
分
。
非
毘
尼
者
、
三
邪

道
分
。
毘
尼
者
、
三
正
道
分
。
罪
者
、
違
如
來
所
立
制
。
非
罪
者
、
隨
順
如
來
所
立
制
。
重
者
有
二
種
。
一
由
罪
、
二
由
制
。

輕
亦
爾
。
各
各
學
處
應
知
輕
重
。
有
殘
者
、
僧
伽
胝
施
沙
等
。
無
殘
者
、
四
波
羅
夷
。
不
可
治
、
四
波
羅
夷
。
十
三
中
隨
一
、

若
已
犯
二
邊
、
不
可
知
僧
所
立
最
惡
滅
諍
羯
磨
、
如
此
等
。
翻
此
名
可
治
。
麁
者
有
二
種
。
有
由
犯
意
、
有
由
罪
。
翻
此
名
非

麁
。
非
如
來
說
、
非
如
來
敎
、
彼
說
是
如
來
說
、
是
如
來
敎
。
是
如
來
說
、
是
如
來
敎
、
彼
說
非
如
來
說
、
非
如
來
敎
。
是
如

來
所
作
及
所
習
、
彼
說
非
如
來
所
作
及
所
習
。
非
如
來
所
作
及
所
習
、
彼
說
是
如
來
所
作
及
所
習
。
如
此
等
十
四
、
能
破
因
緣
。

律
中
十
四
、
阿
毘
逹
磨
中
十
四
、
廣
說
在
律
中
及
阿
毘
逹
磨
中
、
應
知
。
異
此
名
非
破
因
緣
。

こ
こ
で
は
、
僧
團
の
和
合
を
破
る
十
四
の
因
緣
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
續
く
記
述
で
は
、
非
法
、
法
、
非

毘
尼
、
毘
尼
、
罪
、
非
罪
、
重
、
輕
、
有
殘
、
無
殘
、
不
可
治
、
可
治
、
麁
、
非
麁
、
非
如
來
說
非
如
來
敎
、
如
來
說
如
來
敎
、
非

如
來
所
作
及
所
習
、
如
來
所
作
及
所
習
と
い
う
一
八
の
項
目
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
八
の
項
目
の
內
、
ど
の
項
目
が
「
十
四
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能
破
僧
和
合
因
緣
」
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
な
い）

10
（

。

　
『
律
二
十
二
明
了
論
』
の
こ
の
記
述
に
關
連
す
る
記
述
が
他
部
派
の
廣
律
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
の
で
、
以
下
に
そ
れ
ら
の
記
述

を
見
て
み
た
い
。

　

先
ず
『
四
分
律
』
卷
五
（
大
正
二
二
・
五
九
五
上
一
六
〜
一
九）

11
（

）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

破
者
１
有
十
八
事
。
法
・
非
法
・
律
・
非
律
・
犯
・
不
犯
・
若
輕
、
若
重
、
有
殘
・
無
殘
・
麁
惡
・
非
麁
惡
・
常
所
行
・
非
常

所
行
・
制
・
非
制
・
說
・
非
說
。
是
爲
十
八
。

　

１ 

大
正
は
「
者
」
の
後
に
「
破
」
を
付
加
．
聖
に
よ
り
訂
正
．

『
四
分
律
』
で
は
、
法
、
非
法
、
律
、
非
律
、
犯
、
不
犯
、
輕
、
重
、
有
殘
、
無
殘
、
麁
惡
、
非
麁
惡
、
常
所
行
、
非
常
所
行
、
制
、

非
制
、
說
、
非
說
と
い
う
一
八
の
事

が
列
擧
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、『
十
誦
律
』
卷
三
七
（
大
正
二
三
・
二
六
六
中
一
五
〜
二
二
）
を
見
て
み
た
い
。

佛
在
舍
衞
國
。
爾
時
長
老
優
波
離
問
佛
言
。
世
尊
。
所
言
破
僧
者
、
云
何
名
破
僧
。
齊
幾
所
名
破
僧
。
佛
語
優
波
離
。
用
十
四

破
僧
事
、
若
從
是
中
隨
所
用
事
。
十
四
者
、
非
法
說
法
、
法
說
非
法
、
非
善
說
善
、
善
說
非
善
、
犯
說
非
犯
、
非
犯
說
犯
、
輕

說
重
、
重
說
輕
、
有
殘
說
無
殘
、
無
殘
說
有
殘
、
常
所
行
法
說
非
常
所
行
法
、
非
常
所
行
法
說
常
所
行
法
、
非
說
言
說
、
說
言

非
說
。

『
十
誦
律
』
で
は
、
非
法
、
法
、
非
善
、
善
、
犯
、
非
犯
、
輕
、
重
、
有
殘
、
無
殘
、
常
所
行
法
、
非
常
所
行
法
、
非
說
、
說
に
關

す
る
一
四
の
事

）
12
（

が
列
擧
さ
れ
て
い
る）

13
（

。

　

續
い
て
、『
根
本
說
一
切
有
部
律
』﹇M

S. 337r1-

）
14
（3

﹈の
記
述
を
見
て
み
た
い
。

caturdaśa bhedakarāṇi vastūni katam
āni? yad uta <dha>rm

a iti vā adharm
ā

1 iti vā, vinaya iti vā avi[n]aya iti vā, 

ā(337r2)pattir iti vā anāpattir iti vā, gurvīti vā laghvīti vā, sāvaśeṣeti vā niravaśeṣeti vā, saṃ
varakaraṇīyeti vā 
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asaṃ
varakaraṇīyeti vā deśanākaraṇīyeti vā, vinayātisāriṇīti vā durbhāṣitagām

inīti vā. im
āny ucyante caturddaśa 

bhedakarāṇi (337r3) vastuni 2.
　

1 R
ead adharm

a.　

2 R
ead vastūni; cf. 337r1. O

r, alternatively read so; cf. B
H

SG
 § 12.54. 

一
四
の
﹇
僧
團
﹈
分
裂
を
引
き
起
こ
す
事

と
は
ど
れ
か
？
す
な
わ
ち
、「
ダ
ル
マ
で
あ
る
」
と
か
「
ダ
ル
マ
で
な
い
も
の
で

あ
る
」
と
か
、「
ヴ
ィ
ナ
ヤ
で
あ
る
」
と
か
「
ヴ
ィ
ナ
ヤ
で
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
か
、「
罪
で
あ
る
」
と
か
「
罪
で
な
い
も
の

で
あ
る
」
と
か
、「
重
﹇
罪
﹈
で
あ
る
」
と
か
「
輕
﹇
罪
﹈
で
あ
る
」
と
か
、「
殘
り
の
あ
る
﹇
罪
﹈
で
あ
る
」
と
か
「
殘
り
の

な
い
﹇
罪
﹈
で
あ
る
」
と
か
、「
防
護
が
な
さ
れ
る
べ
き
﹇
罪
﹈
で
あ
る
」
と
か
「
防
護
が
な
さ
れ
え
な
い
﹇
罪
﹈
で
あ
る
」

と
か
「
明
示
す
る
こ
と
が
な
さ
れ
る
べ
き
﹇
罪
﹈
で
あ
る
」
と
か
、「
ヴ
ィ
ナ
ヤ
に
違
反
す
る
﹇
罪
﹈
で
あ
る
」
と
か
「
惡
し

く
說
か
れ
た
こ
と
に
な
る
﹇
罪
﹈
で
あ
る
」
と
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
、
一
四
の
﹇
僧
團
﹈
分
裂
を
引
き
起
こ
す

事

で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

『
根
本
說
一
切
有
部
律
』
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
寫
本
に
お
い
て
は
、「﹇
僧
團
﹈
分
裂
を
引
き
起
こ
す
事

」
は
一
四
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
實
際
に
は
法
、
非
法
、
律
、
非
律
、
罪
、
非
罪
、
重
﹇
罪
﹈、
輕
﹇
罪
﹈、
有
殘
﹇
罪
﹈、
無
殘
﹇
罪
﹈、

防
護
が
な
さ
れ
る
べ
き
﹇
罪
﹈、
防
護
が
な
さ
れ
え
な
い
﹇
罪
﹈、
明
示
す
る
こ
と
が
な
さ
れ
る
べ
き
﹇
罪
﹈、
ヴ
ィ
ナ
ヤ
に
違
反
す

る
﹇
罪
﹈、
惡
し
く
說
か
れ
た
こ
と
に
な
る
﹇
罪
﹈
と
い
う
一
五
の
事

）
15
（

が
列
擧
さ
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
、『
パ
ー
リ
律
』﹇V

in II 204.10-27

﹈ 

を
見
て
み
た
い
。

saṃ
ghabhedo saṃ

ghabhedo ti bhante vuccati. kittāvatā nu kho bhante saṃ
gho bhinno hotī ti. idhʼ Ū

pāli bhikkhū 

adham
m

aṃ
 dham

m
o ti dīpenti, dham

m
aṃ

 adham
m

o ti dīpenti, avinayaṃ
 vinayo ti d., vinayam

 avinayo ti d., abhāsitaṃ
 

alapitaṃ
 tathāgatena bhāsitaṃ

 lapitaṃ
 tathāgatenā ti d., bhāsitaṃ

 lapitaṃ
 tathāgatena abhāsitaṃ

 alapitaṃ
 tathāgatenā ti 

d., anāciṇṇaṃ
 tathāgatena āciṇṇaṃ

 tathāgatenā ti d., āciṇṇaṃ
 tathāgatena anāciṇṇaṃ

 tathāgatenā ti d., apaññattaṃ
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tathāgatena paññattaṃ
 tathāgatenā ti d., paññattaṃ

 tathāgatena apaññattaṃ
 tathāgatenā ti d., anāpattiṃ

 āpattī ti d., 

āpattiṃ
 anāpattī ti d., lahukaṃ

 āpattiṃ
 garukā āpattī ti d., garukaṃ

 āpattiṃ
 lahukā āpattī ti d., sāvasesaṃ

 āpattiṃ
 

anavasesā āpattī ti d., anavasesaṃ
 āpattiṃ

 sāvasesā āpattī ti d., duṭṭhullaṃ
 āpattiṃ

 aduṭṭhullā āpattī ti d., aduṭṭhullaṃ
 

āpattiṃ
 duṭṭhullā āpattī ti dīpenti. te im

ehi aṭṭhārasahi vatthūhi apakāsanti avapakāsanti āveṇiuposathaṃ
 karonti 

āveṇipavāraṇaṃ
 karonti āveṇisaṃ

ghakam
m

aṃ
 karonti. ettāvatā kho U

pāli saṃ
gho bhinno hoti. 

　
「
御
身
よ
、
僧
團
の
分
裂
、
僧
團
の
分
裂
と
言
わ
れ
る
。
御
身
よ
、
一
體
ど
の
限
り
で
僧
團
は
裂
か
れ
た
（
分
裂
し
た
）
も

の
に
な
る
の
か
？
」
と
。「
ウ
パ
ー
リ
よ
、
今
、
比
丘
た
ち
が
、
ダ
ル
マ
で
な
い
も
の
を
ダ
ル
マ
で
あ
る
と
說
明
し
、
ダ
ル
マ

を
ダ
ル
マ
で
な
い
も
の
で
あ
る
と
說
明
し
、
ヴ
ィ
ナ
ヤ
で
な
い
も
の
を
ヴ
ィ
ナ
ヤ
で
あ
る
と
說
明
し
、
ヴ
ィ
ナ
ヤ
を
ヴ
ィ
ナ
ヤ

で
な
い
も
の
で
あ
る
と
說
明
し
、
如
來
に
よ
っ
て
說
か
れ
て
い
な
い
も
の
・
言
わ
れ
て
い
な
い
も
の
を
如
來
に
よ
っ
て
說
か
れ

た
も
の
・
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
說
明
し
、
如
來
に
よ
っ
て
說
か
れ
た
も
の
・
言
わ
れ
た
も
の
を
如
來
に
よ
っ
て
說
か
れ
て

い
な
い
も
の
・
言
わ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
說
明
し
、
如
來
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
な
い
も
の
を
如
來
に
よ
っ
て
行
な

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
說
明
し
、
如
來
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
を
如
來
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
說

明
し
、
如
來
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
如
來
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
說
明
し
、
如
來
に
よ
っ
て
制

定
さ
れ
た
も
の
を
如
來
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
說
明
し
、
罪
で
な
い
も
の
を
罪
で
あ
る
と
說
明
し
、
罪

を
罪
で
な
い
も
の
で
あ
る
と
說
明
し
、
輕
罪
を
重
罪
で
あ
る
と
說
明
し
、
重
罪
を
輕
罪
で
あ
る
と
說
明
し
、
殘
り
の
あ
る
罪
を

殘
り
の
な
い
罪
で
あ
る
と
說
明
し
、
殘
り
の
な
い
罪
を
殘
り
の
あ
る
罪
で
あ
る
と
說
明
し
、
麁
惡
な
罪
を
麁
惡
で
な
い
罪
で
あ

る
と
說
明
し
、
麁
惡
で
な
い
罪
を
麁
惡
な
罪
で
あ
る
と
說
明
す
る
。
彼
ら
は
、
こ
れ
ら
の
一
八
の
事

に
よ
っ
て
、
引
き
離
し
、

引
き
剝
が
し
、
別
々
の
布
薩
を
行
い
、
別
々
の
自
恣
を
行
い
、
別
々
の
僧
團
の
﹇
法
的
﹈
行
爲
を
行
う
。
ウ
パ
ー
リ
よ
、
こ
の

限
り
で
僧
團
は
裂
か
れ
た
（
分
裂
し
た
）
も
の
に
な
る
。」
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『
パ
ー
リ
律
』
で
は
、
非
法
、
法
、
非
律
、
律
、
如
來
に
よ
っ
て
說
か
れ
て
い
な
い
も
の
・
言
わ
れ
て
い
な
い
も
の
、
如
來
に
よ
っ

て
說
か
れ
た
も
の
・
言
わ
れ
た
も
の
、
如
來
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
な
い
も
の
、
如
來
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
、
如
來
に
よ
っ

て
制
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、
如
來
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
も
の
、
非
罪
、
罪
、
輕
罪
、
重
罪
、
有
殘
罪
、
無
殘
罪
、
麁
惡
な
罪
、

麁
惡
で
な
い
罪
に
關
す
る
一
八
の
事

が
列
擧
さ
れ
て
い
る）

16
（

。
な
お
、『
パ
ー
リ
律
』
に
お
け
る
一
八
の
事

は
、順
序
は
異
な
る
が
、

項
目
內
容
に
關
し
て
は
『
四
分
律
』
の
記
述
す
る
一
八
の
事

と
同
樣
で
あ
る
と
見
な
し
う
る
。

　

以
上
の
廣
律
と
の
比

か
ら
言
え
る
こ
と
は
次
の
通
り
で
あ
る
。『
律
二
十
二
明
了
論
』
に
お
け
る
「
十
四
能
破
僧
和
合
因
緣
」

に
お
け
る
一
四
と
い
う
數
は
『
十
誦
律
』
と
『
根
本
說
一
切
有
部
律
』
と
に
一
致
す
る
が
、『
律
二
十
二
明
了
論
』
に
お
い
て
實
際

に
は
一
八
の
項
目
が
記
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
八
と
い
う
數
は
『
四
分
律
』
と
『
パ
ー
リ
律
』
と
に
一
致
す
る
。
し
か
し
、
項
目

內
容
に
關
し
て
は
『
律
二
十
二
明
了
論
』
と
全
て
の
項
目
が
一
致
す
る
廣
律
は
存
在
し
な
い
。『
律
二
十
二
明
了
論
』
は
、
ど
の
廣

律
の
關
連
箇
所
に
も
記
述
さ
れ
て
い
な
い
「
不
可
治
」・「
可
治
」
と
い
う
項
目
を
立
て
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
不
可
治
」・「
可

治
」
と
い
う
槪
念
は
、
廣
律
に
お
い
て
僧
團
分
裂
と
の
關
連
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
罪
の
內
の
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
と
し
て
は

記
述
さ
れ
て
い
る）

17
（

の
で
、『
律
二
十
二
明
了
論
』
に
の
み
知
ら
れ
て
い
る
槪
念
で
は
な
い
。

（
二
）

　
『
律
二
十
二
明
了
論
』（
大
正
二
四
・
六
七
二
上
一
〜
三
）
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

四
大
聚
集
所
成
生
物
有
四
種
。
一
種
子
生
、
二
根
生
、
三
分
段
生
、
四
四
大
氣
生
。

こ
こ
で
は
、
四
大
聚
集
所
成
生
物
に
、
種
子
生
、
根
生
、
分
段
生
、
四
大
氣
生
と
い
う
四
つ
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
內
の
「
四
大
氣
生
」
と
は
、
眞
諦
譯
『
阿
毘
逹
磨
俱
舍
釋
論
』
卷
六
（
大
正
二
九
・
二
○
○
下
二
六
〜
二
七）

18
（

）
の
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記
述
を
參
考
に
す
る
と
「
蟲
・

・
蜻
蛉
等
」
の
よ
う
な
「
濕
生
」
が
意
圖
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
う
る
。
そ
う
す
る
と
、『
律

二
十
二
明
了
論
』
の
當
該
箇
所
で
は
植
物
だ
け
で
は
な
く
動
物
も
包
含
し
た
分
類
分
け
が
記
述
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
『
律
二
十
二
明
了
論
』
に
お
け
る
「
種
子
生
」・「
根
生
」
に
対
応
す
る
項
目
を
含
む
分
類
分
け
が
他
部
派
の
廣
律
に
お
い
て
波
逸
提

／
波
夜
提
／
パ
ー
チ
ッ
テ
ィ
ヤ
第
一
一
條
に
對
す
る
條

解
釋
に
お
い
て
見
ら
れ
る）

19
（

の
で
、
以
下
に
そ
れ
ら
の
記
述
を
見
て
み
た
い
。

　

先
ず
、『
四
分
律
』
卷
十
二
（
大
正
二
二
・
六
四
一
下
一
四
〜
二
二
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

村
者
、
一
切
草
木
是
。
…
…
村
有
五
種
、
有
根
種
・
枝
種
・
節
生
種
・
覆
羅
種
・
子
子
種
。
根
種
者
、
呵
梨
陀
薑
・
憂
尸
羅
・

貿
他
致

・
盧
揵
・
陀
樓
、
及
餘
根
所
生
種
者
是
。
枝
種
者
、
柳
・
舍
摩
羅
・
婆
醯
陀
１
、
及
餘
枝
種
等
是
。
節
生
種
者
、
蘇

蔓
那
華
・
蘇
羅
婆
・

醯
那
・
羅
勒
・
蓼
、
及
餘
節
生
種
者
是
。
覆
羅
種
者
、
甘
蔗
・
竹
・
葦
・
藕
根
、
及
餘
覆
羅
生
種
者
是
。

子
子
種
者
、
子
還
生
子
者
是
。　
１ 

大
正
は
「
醯
陀
」
の
代
わ
り
に
「
羅
醯
他
」．
宋
元
明
宮
に
よ
り
訂
正
．

『
四
分
律
』
で
は
、
根
種
、
枝
種
、
節
生
種
、
覆
羅
種
、
子
子
種
と
い
う
五
つ
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
根
種
な
ど
の
五

つ
は
草
木
で
あ
る
「
村
」
に
包
含
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
關
し
て
列
擧
さ
れ
て
い
る
例
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、

植
物
の
み
を
分
類
項
と
す
る
分
類
分
け
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、『
五
分
律
』
卷
六
（
大
正
二
二
・
四
二
上
一
〜
三
）
を
見
て
み
た
い
。 

有
四
種
種
子
、
根
種
子
・
莖
種
子
・
節
種
子
・
實
種
子
。
凡
諸
草
木
從
四
種
子
生
。

『
五
分
律
』
で
は
、
根
種
子
、
莖
種
子
、
節
種
子
、
實
種
子
と
い
う
四
つ
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
種
子
か
ら
草
木
が
生
じ

る
と
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
も
植
物
の
み
を
分
類
項
と
す
る
分
類
分
け
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、『
十
誦
律
』
卷
十
（
大
正
二
三
・
七
五
上
二
三
〜
中
七）

20
（

）
の
記
述
を
見
て
み
た
い
。 

鬼
村
者
、
謂
生
草
木
衆
生
依
住
。
衆
生
者
、
謂
樹
神
・
泉
神
・
河
神
・
舎
神
・
交
道
神
・
市
神
・
都
道
神
・
蚊
・
虻
・

・

蛺
蝶
・
噉
麻
蟲
・
蠍
蟲
・
蟻
子
。
是
衆
生
以
草
木
爲
舍
、
亦
以
爲
村
・
聚
落
・
城
邑
。
…
…
草
木
有
五
種
子
。
根
種
子
・
莖
種
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子
・
節
種
子
・
自
落
種
子
・
實
種
子
。
根
種
子
者
、
謂
藕
・
羅
蔔
・
蕪
菁
・
舍
樓
樓
・

樓
樓
、
如
是
比
種
根
生
物
。
莖
種
子

者
、
謂
石
榴
・
葡
萄
・
楊
柳
・
沙
勒
、
如
是
比
種
莖
生
物
。
節
種
子
者
、
謂
甘
蔗
・
麁
竹
・
細
竹
、
如
是
比
種
節
生
物
。
自
落

種
子
者
、
謂
蓼
・
阿
修
盧
・
波
修
盧
・
修
伽
羅
・
菩
提
那
、
如
是
比
自
零
落
生
物
。
實
種
子
者
、
謂
稻
・
麻
・
麥
・
大
豆
・
小

豆
・
褊
豆
、
如
是
比
種
子
生
物
。

『
十
誦
律
』
で
は
、「
鬼
村
」
と
は
蚊
・
虻
な
ど
の
衆
生
に
と
っ
て
の
依
住
で
あ
る
生
え
て
い
る
草
木
の
こ
と
で
あ
る
と
說
明
さ
れ
、

さ
ら
に
草
木
に
根
種
子
、
莖
種
子
、
節
種
子
、
自
落
種
子
、
實
種
子
と
い
う
五
つ
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
根
種
子
な
ど

の
五
つ
は
植
物
（
草
木
）
の
分
類
項
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
植
物
と
動
物
（
衆
生
）
を
同
樣
の
分
類
項
と
し
て
扱
う
分
類
分
け

は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。

　

續
い
て
、『
根
本
說
一
切
有
部
律
』
の
記
述 ﹇『
根
本
說
一
切
有
部
毘
奈
耶
』
卷
二
七
（
大
正
二
三
・
七
七
六
中
七
〜
二
〇
）﹈
を
見

て
み
た
い
。

種
子
村
者
、
有
五
種
子
。
一
根
種
、
二
莖
種
、
三
節
種
、
四
開
種
、
五
子
種
。
云
何
根
種
。
謂
香
附
子
・
菖
蒲
・
黃
薑
・
白
薑
・

烏
頭
附
子
等
。
此
物
皆
由
種
根
乃
生
。
故
名
根
種
。
云
何
莖
種
。
謂
石
榴
樹
・
柳
樹
・
蒲
萄
樹
・
菩
提
樹
・
烏
曇
跋
羅
樹
・
溺

屈
路
陀
樹
等
。
此
等
皆
由
莖
生
。
故
名
莖
種
。
云
何
節
種
。
謂
甘
蔗
・
竹
・
葦
１
等
。
此
等
皆
由
節
上
而
生
。
故
名
節
種
。
云

何
開
種
。
謂
蘭
香
・
藝

・
橘
柚
等
子
。
此
等
諸
子
皆
由
開
裂
乃
生
。
故
名
開
種
。
云
何
子
種
。
謂
稻
・
麥
・
大
麥
・
諸
豆
芥

等
。
此
等
諸
子
由
子
故
生
。
故
名
子
種
。
斯
等
總
名
種
子
村
。
云
何
有
情
村
。
有
情
者
、
謂

螽
・
蛺
蝶
・
蚊
・
虻
・

蜋
・

蟻
子
・
蛇
・
蠍
及
諸
蜂
等
。
此
等
有
情
皆
依
草
樹
木
而
爲
窟
宅
。

　

１ 

大
正
は
「
葦
」
の
代
わ
り
に
「

」．
宋
元
明
宮
に
よ
り
訂
正
．

　
『
根
本
說
一
切
有
部
律
』
で
は
、「
種
子
村
」
と
し
て
根
種
、
莖
種
、
節
種
、
開
種
、
子
種
と
い
う
五
つ
が
列
挙
さ
れ
た
後
に
、「
有

情
村
」
と
い
う
も
の
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
有
情
村
」
と
は
、
蚊
・
虻
な
ど
の
有
情
が
「
草
樹
木
に
依
據
し
て
（
草
樹
木
を
）
窟
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宅
と
す
る
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
有
情
に
と
っ
て
の
村
（
草
樹
木
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る）

21
（

。
從
っ
て
「
種
子
村
」・「
有
情
村
」
は

と
も
に
植
物
で
あ
り
、
ま
た
根
種
な
ど
の
五
つ
は
植
物
（
種
子
）
の
分
類
項
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
も
植
物
と
蚊
・

虻
な
ど
の
動
物
（
有
情
）
と
を
同
樣
の
分
類
項
と
し
て
扱
う
分
類
分
け
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。

　

次
に
、『
摩
訶
僧
祇
律
』
卷
一
四
（
大
正
二
二
・
三
三
九
上
一
八
〜
二
九
）
の
記
述
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

種
子
者
、
有
五
種
、
根
種
・
莖
種
・
心
種
・
節
種
・
子
種
。
是
爲
五
種
。
…
…
根
種
者
、
薑
根
・
藕
根
・
芋
根
・
蘿
蔔
根
・
葱

根
。
…
…
是
名
根
種
。
莖
種
者
、
尼
拘
律
・
祕
鉢
羅
・
優
曇
鉢
羅
・
楊
柳
。
…
…
是
名
莖
種
。
節
種
者
、
竹
・
葦
・
甘
蔗
。

…
…
。
是
名
節
種
。
心
種
者
、
蘿
蔔
・
蓼
藍
。
…
…
是
名
心
種
。
子
種
者
、
十
七
種
穀
、
如
第
二
戒
中
說
。
…
…
是
名
子
種
。

『
摩
訶
僧
祇
律
』
で
は
、
根
種
・
莖
種
・
心
種
・
節
種
・
子
種
と
い
う
五
つ
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に

關
し
て
擧
げ
ら
れ
て
い
る
例
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
植
物
の
み
を
分
類
項
と
す
る
分
類
分
け
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
、『
パ
ー
リ
律
』﹇V

in IV
 34.35

）
22
（f.

﹈ 

を
見
て
み
た
い
。

bhūtagām
o nām

a, pañca bījajātāni, m
ūlabījaṃ

 khandhabījaṃ
 phaḷubījaṃ

 aggabījaṃ
 bījabījañ cʼ eva pañcam

aṃ
. 

生
物
（
植
物）

23
（

）
の
群
集
と
は
、
五
つ
の
種
子
か
ら
生
じ
る
﹇
生
物=bhūta

﹈
で
あ
る
、
つ
ま
り
根
を
種
子
と
す
る
﹇
生
物
﹈・

莖
を
種
子
と
す
る
﹇
生
物
﹈・
節
を
種
子
と
す
る
﹇
生
物
﹈・
先
端
を
種
子
と
す
る
﹇
生
物
﹈、
そ
し
て
五
番
目
に
種
子
を
種
子

と
す
る
﹇
生
物
﹈
で
あ
る）

24
（

。

『
パ
ー
リ
律
』
で
は
、
根
を
種
子
と
す
る
﹇
生
物
﹈、
莖
を
種
子
と
す
る
﹇
生
物
﹈、
節
を
種
子
と
す
る
﹇
生
物
﹈、
先
端
を
種
子
と
す

る
﹇
生
物
﹈、
種
子
を
種
子
と
す
る
﹇
生
物
﹈
と
い
う
五
つ
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
續
く
箇
所
に
お
け
る
こ
れ
ら
五
つ
の
も

の
に
對
す
る
律
聖
典
に
お
け
る
說
明 ﹇V

in IV
 35.1-13

﹈、
及
び
律
の
註
釋
文
獻
に
お
け
る
說
明 ﹇Sp 761.9-11

﹈ 

か
ら
明
ら
か
な
通

り
、
こ
こ
で
も
植
物
の
み
を
分
類
項
と
す
る
分
類
分
け
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
、『
律
二
十
二
明
了
論
』
に
お
け
る
「
種
子
生
」・「
根
生
」
に
對
應
す
る
項
目
を
含
む
廣
律
の
記
述
を
列
擧
し
て
み
た
が
、
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こ
れ
ら
の
廣
律
と
の
比

か
ら
以
下
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
う
る
。
廣
律
で
は
植
物
の
み
を
分
類
項
と
す
る
分
類
分
け
が
記
述
さ
れ
て

い
る
が
、『
律
二
十
二
明
了
論
』
で
は
植
物
だ
け
で
は
な
く
動
物
（
四
大
氣
生）

25
（

）
も
同
樣
の
分
類
項
と
す
る
分
類
分
け
が
記
述
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る）

26
（

。

（
三
）

　
『
律
二
十
二
明
了
論
』（
大
正
二
四
・
六
六
六
中
一
九
〜
下
一
）
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

罪
生
起
因
有
八
種
。
一
有
罪
從
身
生
、
不
從
口
意
生
、
如
不
閉
戶
共
非
大
戒
眠
等
、
二
有
從
口
生
、
不
從
身
意
生
、
如
善
心
爲

女
人
說
法
過
五
六
語
等
、
三
有
從
意
生
、
不
從
身
口
生
、
如
心
地
諸
罪
、
四
有
從
身
口
生
、
不
從
意
生
、
如
善
心
爲
男
女
行
婬

使
等
、
五
有
從
身
意
生
、
不
從
口
生
、
如
故
心
出
不
淨
等
、
六
有
從
口
意
生
、
不
從
身
生
、
如
染
汚
心
對
女
人
說
顯
示
婬
欲
語

等
、
七
有
從
身
口
意
生
、
如
有
染
汚
心
爲
男
女
行
婬
使
等
、
八
有
不
從
身
口
意
生
、
如
先
對
人
說
大
妄
１
語
、
彼
人
不
解
、
此

人
已
對
治
三
方
便
、
後
時
彼
人
若
追
解
其
語
、
此
人
卽
得
波
羅
夷
罪）

27
（

。

　

１ 

大
正
は
「
妄
」
の
代
わ
り
に
「
妾
」．
宋
元
明
宮
に
よ
り
訂
正
．

こ
こ
で
は
、
罪
の
生
起
す
る
原
因
と
し
て
①
身
體
、
②
言
葉
、
③
心
、
④
身
體
と
言
葉
、
⑤
身
體
と
心
、
⑥
言
葉
と
心
、
⑦
身
體
と

言
葉
と
心
、
⑧
身
體
や
言
葉
や
心
で
な
い
も
の
と
い
う
八
つ
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
以
前
に
取
り
上
げ
て
論
じ
た
こ
と

が
あ
る）

28
（

が
、『
律
二
十
二
明
了
論
』
に
お
け
る
三
番
目
の
項
目
で
あ
る
「
從
意
生
、
不
從
身
口
生
」
と
八
番
目
の
項
目
で
あ
る
「
不

從
身
口
意
生
」
に
關
し
て
の
み
焦
點
を
絞
っ
て
再
び
檢
討
し
て
み
た
い
。

　

先
ず
、『
四
分
律
』
卷
六
○
（
大
正
二
二
・
一
○
○
九
上
四
〜
八
）
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

有
六
犯
所
起
處
。
或
有
犯
由
身
起
、
非
心
口
。
或
有
犯
起
於
口
、
不
以
身
心
。
或
有
犯
從
身
口
起
、
不
以
心
。
或
有
犯
從
身
心
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起
、
非
口
。
或
有
犯
起
口
心
、
非
身
。
或
有
犯
從
身
口
心
起
。
是
爲
六
。

『
四
分
律
』
は
、
①
身
體
、
②
言
葉
、
③
身
體
と
言
葉
、
④
身
體
と
心
、
⑤
言
葉
と
心
、
⑥
身
體
と
言
葉
と
心
と
い
う
六
つ
を
列
擧

し
て
い
る
。
従
っ
て
『
四
分
律
』
は
、『
律
二
十
二
明
了
論
』
の
「
從
意
生
、
不
從
身
口
生
」
に
對
應
す
る
心
の
み
か
ら
生
起
す
る

罪
と
「
不
從
身
口
意
生
」
に
對
應
す
る
身
體
や
言
葉
や
心
か
ら
生
起
し
な
い
罪
と
の
兩
者
と
も
記
述
し
て
い
な
い
。

　

次
に
、『
十
誦
律
』
卷
三
五
（
大
正
二
三
・
二
五
一
中
二
九
〜
下
三
）
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

有
犯
身
作
、
非
口
非
心
作
。
有
犯
口
作
、
非
身
非
心
作
。
有
犯
身
作
心
作
、
非
口
作
。
有
犯
口
作
心
作
、
非
身
作
。
有
犯
身
作

口
作
心
作
。
無
但
心
犯）

29
（

。

『
十
誦
律
』
は
、
①
身
體
、
②
言
葉
、
③
身
體
と
心
、
④
言
葉
と
心
、
⑤
身
體
と
言
葉
と
心
と
い
う
五
つ
を
列
擧
し
て
い
る
。『
十
誦

律
』
は
心
の
み
の
犯
罪
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
の
で
、
心
の
み
か
ら
生
起
す
る
罪
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
身
體
や
言
葉
や
心
か
ら
生
起
し
な
い
罪
も
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。

　

續
い
て
、『
根
本
說
一
切
有
部
律
』﹇A

dhik-v 74.13-1

）
30
（5

﹈ 

に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

api tv asty āpattiḥ kāyikī na vācikī na caitasikī; asti vācikī na kāyikī na caitasikī; asti kāyi< kī > caitasikī na vācikī; asti 

vācikī caitasikī na kāyikī; asti kāyikī vācikī caitasikī ca. 

ま
た
他
方
、
身
體
に
關
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
言
葉
に
關
せ
ず
、
意
思
（
／
心
）
に
關
し
な
い
罪
が
あ
る
。
言
葉
に
關
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
身
體
に
關
せ
ず
、
意
思
に
關
し
な
い
﹇
罪
﹈
が
あ
る
。
身
體
に
關
し
、
か
つ
意
思
に
關
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

言
葉
に
關
し
な
い
﹇
罪
﹈
が
あ
る
。
言
葉
に
關
し
、
か
つ
意
思
に
關
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
身
體
に
關
し
な
い
﹇
罪
﹈
が
あ
る
。

身
體
に
關
し
、
か
つ
言
葉
に
關
し
、
か
つ
意
思
に
關
す
る
﹇
罪
﹈
が
あ
る）

31
（

。

『
根
本
說
一
切
有
部
律
』
は
、『
十
誦
律
』
と
同
じ
く
、
①
身
體
、
②
言
葉
、
③
身
體
と
心
、
④
言
葉
と
心
、
⑤
身
體
と
言
葉
と
心
と

い
う
五
つ
を
列
擧
し
て
い
る
。
從
っ
て
、『
根
本
說
一
切
有
部
律
』
に
お
い
て
も
、
心
の
み
か
ら
生
起
す
る
罪
と
身
體
や
言
葉
や
心
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か
ら
生
起
し
な
い
罪
と
の
兩
者
と
も
が
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。

　

次
に
、『
摩
訶
僧
祇
律
』
卷
三
三
（
大
正
二
二
・
四
九
六
中
二
五
〜
二
八
）
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

１
罪
法
者
、
身
２
行
・
口
行
・
身
口
行
。
身
不
攝
故
犯
、
口
不
攝
故
犯
、
身
口
不
攝
故
犯
。
身
作
・
口
作
・
身
口
作
。
是
名
罪
法
。

　

１ 
大
正
は
「
罪
」
の
前
に
「
治
」
を
付
加
．
宮
に
よ
り
訂
正
．　

２ 

大
正
は
「
身
」
の
代
わ
り
に
「
有
」．
宮
聖
に
よ
り
訂
正
．

　
『
摩
訶
僧
祇
律
』
は
、
①
身
體
、
②
言
葉
、
③
身
體
と
言
葉
と
い
う
三
つ
の
み
を
列
擧
し
、
心
に
關
す
る
項
目
は
何
も
述
べ
て
い

な
い
。
從
っ
て
、『
摩
訶
僧
祇
律
』
に
お
い
て
も
、
心
の
み
か
ら
生
起
す
る
罪
と
身
體
や
言
葉
や
心
か
ら
生
起
し
な
い
罪
と
の
兩
者

と
も
が
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。

　

廣
律
の
最
後
と
し
て
、『
パ
ー
リ
律
』﹇V

in II 90.30-35

﹈ 

の
記
述
を
見
て
み
た
い
。

atthʼ āpatti kāyato sam
uṭṭhāti na vācato na cittato, atthʼ āpatti vācato sam

uṭṭhāti na kāyato na cittato, atthʼ āpatti kāyato 

ca vācato ca sam
uṭṭhāti na cittato, atthʼ āpatti kāyato ca cittato ca sam

uṭṭhāti na vācato, atthʼ āpatti vācato ca cittato ca 

sam
uṭṭhāti na kāyato, atthʼ āpatti kāyato ca vācato ca cittato ca sam

uṭṭhāti. 

罪
が
身
體
か
ら
生
じ
、
言
葉
と
心
か
ら
生
じ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
罪
が
言
葉
か
ら
生
じ
、
身
體
と
心
か
ら
生
じ
な
い
こ
と
が
あ

る
。
罪
が
身
體
と
言
葉
か
ら
生
じ
、
心
か
ら
生
じ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
罪
が
身
體
と
心
か
ら
生
じ
、
言
葉
か
ら
生
じ
な
い
こ
と

が
あ
る
。
罪
が
言
葉
と
心
か
ら
生
じ
、身
體
か
ら
生
じ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
罪
が
身
體
と
言
葉
と
心
か
ら
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

『
パ
ー
リ
律
』
は
、『
四
分
律
』
と
同
じ
く
、
①
身
體
、
②
言
葉
、
③
身
體
と
言
葉
、
④
身
體
と
心
、
⑤
言
葉
と
心
、
⑥
身
體
と
言
葉

と
心
の
六
つ
を
列
擧
し
て
い
る
。
從
っ
て
、『
パ
ー
リ
律
』
に
お
い
て
も
、
心
の
み
か
ら
生
起
す
る
罪
と
身
體
や
言
葉
や
心
か
ら
生

起
し
な
い
罪
と
の
兩
者
と
も
が
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。

　

以
上
の
通
り
、『
律
二
十
二
明
了
論
』
に
お
け
る
「
從
意
生
、
不
從
身
口
生
」
と
「
不
從
身
口
意
生
」
の
兩
者
と
も
に
關
し
て
、

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
對
應
す
る
項
目
が
廣
律
に
は
見
出
さ
れ
な
い
。
さ
ら
に
、『
十
誦
律
』
は
「
無
但
心
犯
」（「
無
但
意
犯
」）
と
述
べ
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て
お
り
、「
從
意
生
、
不
從
身
口
生
」
に
對
應
す
る
項
目
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、『
律
二
十
二
明
了
論
』
と
同
じ
く
、
律
の
注
釋
文
獻
で
あ
る
『
毘
尼
母
經）

32
（

』
卷
八
（
大
正
二
四
・
八
四
八
中
一
四
〜

一
七
）
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

所
犯
因
六
處
起
。
應
推
六
處
懺
悔
。
有
犯
因
身
起
、
非
心
口
。
有
犯
因
口
、
非
身
心
。
有
犯
因
心
、
非
身
口
。
有
犯
因
身
心
起
。

有
犯
因
心
口
起
。
有
犯
因
身
口
心
起
。

『
毘
尼
母
經
』
に
お
け
る
當
該
箇
所
は
、
①
身
體
、
②
言
葉
、
③
心
、
④
身
體
と
心
、
⑤
心
と
言
葉
、
⑥
身
體
と
言
葉
と
心
と
い
う

六
つ
を
列
擧
し
て
い
る
。
從
っ
て
、『
毘
尼
母
經
』
に
お
い
て
は
、『
律
二
十
二
明
了
論
』
に
お
け
る
「
從
意
生
、
不
從
身
口
生
」
に

對
應
す
る
「
犯
因
心
、
非
身
口
」
と
い
う
項
目
が
三
番
目
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、『
律
二
十
二
明
了
論
』
に
お
け
る
「
不
從
身
口

意
生
」
に
對
應
す
る
項
目
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い）

33
（

。

　

以
上
の
檢
討
結
果
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。『
律
二
十
二
明
了
論
』
に
お
け
る
「
從
意
生
、
不
從
身
口
生
」
に
對
應
す
る
項
目
は

廣
律
に
は
見
出
さ
れ
な
い
が
、
律
の
註
釋

獻
（『
毘
尼
母
經
』）
に
は
記
述
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、『
律
二
十
二
明
了
論
』
に
お
け

る
「
不
從
身
口
意
生
」
に
對
應
す
る
項
目
は
廣
律
に
も
律
の
註
釋

獻
（『
毘
尼
母
經
』）
に
も
見
出
さ
れ
な
い
。

ま
と
め

　

以
上
、『
律
二
十
二
明
了
論
』
に
お
け
る
三
箇
所
の
記
述
に
關
し
て
檢
討
を
行
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ら
三
箇
所
の
記
述
は

他
部
派
の
廣
律
と
比

可
能
で
は
あ
る
が
、
部
分
的
に
特
異
な
記
述
內
容
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。『
律

二
十
二
明
了
論
』
に
お
け
る
特
異
な
記
述
內
容
に
關
し
て
、（
一
）『
律
二
十
二
明
了
論
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
あ
る
槪
念
が
、
他
部

派
の
廣
律
に
お
い
て
全
く
見
出
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
が
、『
律
二
十
二
明
了
論
』
の
分
類
方
法
と
は
異
な
る
場
合
と
、（
二
）『
律
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二
十
二
明
了
論
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
あ
る
槪
念
が
他
部
派
の
廣
律
に
は
全
く
見
出
さ
れ
な
い
場
合
と
が
あ
り
、
さ
ら
に
（
二
）
の
場

合
に
『
律
二
十
二
明
了
論
』
に
お
け
る
あ
る
槪
念
が
（
ⅰ
）
廣
律
に
は
見
出
さ
れ
な
い
が
、
律
の
註
釋

獻
（『
毘
尼
母
經
』）
に
は
記

述
さ
れ
て
い
る
場
合
と
、（
ⅱ
）
廣
律
に
も
律
の
註
釋

獻
（『
毘
尼
母
經
』）
に
も
見
出
さ
れ
な
い
場
合
と
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

略
號

A
dhik-v: 

The G
ilgit M

anuscript of the Śayanāsanavastu and the A
dhikaraṇavastu, ed. R

. G
N

O
LI, R

om
a 1978.

A
N

 I, V: 
The A

ṅguttara-N
ikāya, Vol. I, ed. R

. M
O

R
R
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.K

.W
A

R
D

ER, London 21961; Vol. V, ed. E. H
A

R
D

Y, London 1900. 
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H
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D
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ybrid Sanskrit G
ram

m
ar and D
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ram
m
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ew
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EĀ
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a-F

ragm
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D

R
A
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H
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L T

R
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H
O
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N
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R

: A
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. H
O

ER
N

LE, M
anuscript R
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ains of B

uddhist Literature, O
xford 1916.

M
B
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ahābhārata: For the First Tim

e Critically Edited by V.S. S
U

K
TH

A
N

K
A

R, S.K
. B

ELVA
LK

A
R and P.L. V

A
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YA et al., 19vols., 

Poona 1933-1966. 

M
p I: 

M
anorathapūraṇī, Vol. I, ed. M

. W
A

LLESER, London 21973.

SaV
in (VoD

), Part 1: M
.I. V

O
R

O
B

Y
O

VA-D
ESYATO

V
SK

AYA, “A
 Sanskrit M

anuscript on B
irch-B

ark from
 B

airam
-A

li: I. The Vinaya of the 

Sarvāstivādins,” M
anuscripta O

rintalia: International Journal for O
riental M

anuscript R
esearch 5.2 (1999), pp. 27-36.

SaV
in (VoD

), Part 5: M
.I. V

O
R

O
B

Y
O

VA-D
ESYATO

V
SK
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 Sanskrit M

anuscript on B
irch-B
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 B

airam
-A

li: I. The Vinaya of the 

Sarvāstivādins (Part 5),” M
anuscripta O

rintalia: International Journal for O
riental M

anuscript R
esearch 6.2 (2000), pp. 10-16.

Sp: 
Sam

antapāsādikā, Vinaya-aṭṭhakathā, ed. J. T
A

K
A

K
U

SU and N
. N

A
G

A
I, 7 Vols., London 1924-1947.

SW
TF: 

Sanskrit-W
örterbuch der buddhistischen Texte aus den Turfan-F

unden, ed. E. W
A

LD
SC

H
M

ID
T et al., G

öttingen 1973ff. 
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V
in: 

The Vinaya P
iṭakaṃ

, ed. H
. O

LD
EN

B
ER

G, 5 Vols., London 1879-1883.

V
inV

ibh: 
V. R

O
SEN, D

er Vinayavibhaṅga zum
 B

hikṣuprātim
okṣa der Sarvāstivādins: Sanskritfragm

ente nebst einer A
nalyse der 

chinesischen Ü
bersetzung, B

erlin 1959 (Sanskrittexte aus den Turfan-funden, II).
注

（
1
） 

草
稿
に
對
し
て
數
多
く
の
訂
正
、
及
び
有
益
な
示
唆
を
與
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
榎
本

雄
敎
授
、
船
山
徹
敎
授
、
大
竹
晉
博
士
に
感
謝
い

た
し
ま
す
。

（
2
） 

平
川
彰
『
平
川
彰
著
作
集 
第
九
卷 

律
藏
の
硏
究
Ⅰ
』
春
秋
社
、1999, p. 270

、
並
川
孝
儀
『
イ
ン
ド
仏
敎
敎
團　

正
量
部
の
硏
究
』
大
藏
出

版
、2011, p. 28 

も
參
照
の
こ
と
。

（
3
） 

並
川
孝
儀
「
チ
ベ
ッ
ト
譯
『
有
爲
無
爲
決
擇
』
の
正
量
部
說
と
『
律
二
十
二
明
了
論
』」『
加
藤
純
章
博
士
還
曆
記
念
論
集 

ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
敎

と
イ
ン
ド
思
想
』
春
秋
社
、2000, pp. 181-194

、
同
『
正
量
部
の
研
究
』, pp. 60-77.

（
4
） 

正
量
部
に
歸
屬
す
る
と
い
う
說
が
有
力
で
あ
る M

ahākarm
avibhaṅga 

に
お
い
て
律
か
ら
の
引
用
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
箇
所
と
比

可
能

な
記
述
は
『
律
二
十
二
明
了
論
』
の
內
に
は
見
出
さ
れ
な
い
。M

ahākarm
avibhaṅga 

の
歸
屬
部
派
の
問
題
と
律
か
ら
の
引
用
に
關
す
る
硏

究
と
し
て
は
、N

. K
U

D
O, The K

arm
avibhaṅga: Transliterations and A

nnotations of the O
riginal Sanskrit M

anuscripts from
 N

epal, 

Tokyo 2004 (B
ibliotheca Philologica et Philosophica B

uddhica, V
II), p. ix

、
及
び
工
藤
順
之
「(M

ahā-) K
arm

avibhaṅga 

所
引
經
典
硏

究
ノ
ー
ト
（
3
）：
殘
餘
の

獻
」『
創
價
大
學 

國
際
佛
敎
學
高
等
硏
究
所 

年
報
』
第
十
二
號（2009

）, pp. 130f.

、
並
川
『
正
量
部
の
硏
究
』, 

pp.   210-216

を
見
よ
。

（
5
） 

比
丘
尼
の
「
八
敬
法
」
に
關
し
て
『
律
二
十
二
明
了
論
』
を
含
め
た
諸

獻
の
比

考
察
を
行
っ
た
も
の
と
し
て
、
世
燈
（
金
仁
淑
）「
八
敬

法
の
歷
史
性
に
關
す
る
考
察
」『
駒
澤
大
學 

佛
敎
學
部
論
集
』
第
二
十
四
號 (1993), pp. 392-371

、
平
川
彰
『
平
川
彰
著
作
集 

第
十
三
卷 

比

丘
尼
律
の
硏
究
』
春
秋
社
、1998, pp. 55-78

、
及
びJ.-I. C

H
U

N
G, “G

urudharm
a und aṣṭau gurudharm

āḥ, ” Indo-Iranian Journal 42.3 

(1999), pp. 227-234 

が
あ
る
。
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（
6
） 「
正
量
部
に
關
す
る
分
派
の
形
態
を
傳
え
る
十
一
種
の
主
要
な
資
料
を
眺
め
た
が
、そ
の
分
派
の
形
態
は
大
別
す
る
と
四
種
に
な
ろ
う
。
卽
ち
、

（
Ａ
）
犢
子
部
か
ら
正
量
部
が
分
出
…
…
、（
Ｂ
）
正
量
部
か
ら
犢
子
部
が
分
出
…
…
、（
Ｃ
）
飮
光
部
か
ら
正
量
部
が
分
出
…
…
、（
Ｄ
）
上

座
部
か
ら
他
の
部
派
と
竝
列
に
分
出
…
…
の
區
分
で
あ
る
。
…
…
二
種
類
…
…
の
正
量
部
傳
承
が
共
に
犢
子
部
よ
り
正
量
部
が
分
出
し
た
と

傳
え
る
こ
と
や
、
ま
た
他
の
諸

獻
の
引
用
狀
況
や
そ
の
他
の
資
料
か
ら
勘
案
す
る
時
、
大
半
の
部
派
の
分
派
傳
承
の
如
く
、
犢
子
部
か
ら

正
量
部
が
分
出
し
た
と
考
え
る
方
に
妥
當
性
が
あ
る
」﹇
並
川
孝
儀
「
正
量
部
の
成
立
年
代
」『
櫻
部
建
博
士

壽
記
念
論
集 

初
期
佛
敎
か
ら

ア
ビ
ダ
ル
マ
へ
』
平
樂
寺
書
店
、 2000, p. 87; 

同
『
正
量
部
の
硏
究
』, p. 45

﹈。

（
7
） 

平
川
『
律
藏
の
硏
究 
Ⅰ
』, p. 144f.

、
及
び
並
川
『
正
量
部
の
硏
究
』, pp. 57-60

を
參
照
の
こ
と
。

（
8
） 

以
下
で
は
、『
根
本
說
一
切
有
部
律
』
と
し
てA

dhikaraṇavastu 

と
『
根
本
說
一
切
有
部
毘
奈
耶
』
と
を
ま
と
め
て
取
り
扱
う
。

（
9
） 

漢
譯
に
お
け
る
異
讀
情
報
、
及
び
異
讀
の
版
を
示
す
記
號
は
大
正
新
脩
大
藏
經
（
以
下
、
大
正
）
に
從
う
。

（
10
） 

十
八
の
項
目
の
內
、

體
か
ら
は
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
區
分
し
う
る
。
非
法
、
法
、
非
毘
尼
、
毘
尼
、
…
…
不
可
治
、
可
治
、
麁
、
非
麁
は

項
目
の
列
擧
で
あ
る
が
、
非
如
來
說
非
如
來
敎
、
如
來
說
如
來
敎
、
非
如
來
所
作
及
所
習
、
如
來
所
作
及
所
習
に
つ
い
て
は
「
〜
彼
說
〜
」

と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
內
の
第
一
の
グ
ル
ー
プ
（
項
目
を
列
擧
す
る
タ
イ
プ
）
の
項
目
數
は
十
四
で
あ
る
が
、「
十
四
能
破
僧

和
合
因
緣
」
と
い
う

言
が
こ
の
第
一
の
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
十
四
の
項
目
を
指
し
示
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
廣
律
に

お
い
て
は
『
四
分
律
』
と
『
根
本
說
一
切
有
部
律
』
が
項
目
を
列
擧
す
る
タ
イ
プ
で
、『
十
誦
律
』
と
『
パ
ー
リ
律
』
が
「
〜
彼
說
〜
」
タ
イ

プ
で
あ
る
。
な
お
、『
律
二
十
二
明
了
論
』
は
、
僧
團
を
分
裂
さ
せ
る
「
十
四
」
の
因
緣
は
律
だ
け
で
は
な
く
、
阿
毘
逹
磨
に
お
い
て
も
說
か

れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
11
） 『
四
分
律
』
卷
四
三
（
大
正
二
二
・
八
八
三
上
一
七
〜
一
九
）
に
こ
れ
に
關
連
す
る
記
述
が
あ
る
。

（
12
） 

さ
ら
に
、コ
ロ
フ
ォ
ン
に sarvvastivādin- 

と
い
う
語 ﹇SaV

in(VoD
), Part 5, p.  15 (81v2)

﹈ 

が
見
ら
れ
る B

airam
-A

li 

出
土
の
寫
本
に「
十
四

の
﹇
僧
團
﹈
分
裂
を
引
き
起
こ
す
事

 (catūrda
a bhedakarakāni vastūni)

」﹇SaV
in(VoD

), Part 1, p.  33 (69v2)

﹈ 

と
あ
る
。
ま
た
、『
十

誦
律
』
卷
五
七 （
大
正
二
三
・
四
二
三
中
一
七
）
に
「
十
四
破
僧
事
」
と
あ
る
。
な
お
、SaV

in(VoD
) 

と
『
十
誦
律
』
と
が
竝
行
し
て
い
る
こ

と
に
關
し
て
は
、S. K

A
R

A
SH

IM
A, “Identifi cation of Som

e B
uddhist Sanskrit Fragm

ents from
 C

entral A
sia, ” A

nnual R
eport of the 
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International R
esearch Institute for A

dvanced B
uddhology  3 (2000), p. 214 

を
見
よ
。
一
方
、SaV

in(VoD
) 

の
歸
屬
部
派
に
關
し
て
は

疑
義
も
提
起
さ
れ
て
い
る ﹇S. C

LA
R

K
E, “The M

ūlasarvāstivāda Vinaya M
uktaka 

― 

根
本
說
一
切
有
部
目
得
迦
、”B

uddhist Studies 

(B
ukkyō K

enkyū)   30 (2001), pp. 90-93; idem
, “Tow

ards a C
om

parative Study of the Sarvāstivāda- and M
ūlasarvāstivāda-vinayas: 

Studies in the Structure of the uttaragrantha (1): K
athāvastu 

― A
 Prelim

inary Survey, ” p. 69f. (unpublished)

﹈。

（
13
） 『
十
誦
律
』
卷
四
（
大
正
二
三
・
二
五
中
一
二
〜
一
九
）：「
有
十
四
種
犯
。
非
法
說
法
、

蘭
遮
。
法
說
非
法
、

蘭
遮
。
非
律
說
律
、

蘭
遮
。

律
說
非
律
、

蘭
遮
。
非
犯
說
犯
、

蘭
遮
。
犯
說
非
犯
、

蘭
遮
。
輕
說
重
、

蘭
遮
。
重
說
輕
、

蘭
遮
。
有
殘
說
無
殘
、

蘭
遮
。

無
殘
說
有
殘
、
蘭
遮
。
常
所
用
法
說
非
常
法
、
蘭
遮
。
非
常
所
用
法
說
是
常
法
、
蘭
遮
。
非
敎
說
敎
、
蘭
遮
。
敎
說
非
敎
、
蘭
遮
。」、

V
inV

ibh, p.  70f.

、『
十
誦
律
』
卷
四
（
大
正
二
三
・
二
四
下
一
九
〜
二
三
、二
四
下
二
六
〜
二
五
上
二
、二
五
上
二
五
〜
二
九
）
も
參
照
の
こ
と
。

（
14
） 

松
田
和
信
敎
授
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
同
敎
授
所
有
の
寫
本
の
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ー
タ
の
內
の
當
該
箇
所
を
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に

記
し
て
感
謝
い
た
し
ま
す
。
記
號
に
關
し
て
は
、r 

は
表
面 （recto

）、＜
 ＞

 

は
缺
損
し
て
い
な
い
箇
所
で
の
補
い
、﹇ 

﹈ 

は
判
讀
し
が
た
い

字
を
表
わ
す
。
な
お
、M

S. 337r1-3 
は
、
校
訂
本
に
お
い
て
はA

dhik-v 73.25-29 

に
相
當
す
る
。

（
15
） 

チ
ベ
ッ
ト
譯
の
對
應
箇
所
が
列
擧
し
て
い
る
事

の
項
目
數
は
十
四
で
あ
る ﹇bK

aʼ ʼgyur, ʼD
ul ba, P Ṅ

e 220a8-b1, D
 G

a 232a2-4

﹈。

 
ʼgyed par byed paʼi gźi bcu bźi gaṅ źe na ǀ ʼdi lta ste ǀ chos so źe ʼam

 ǀ chos m
a yin no źe ʼam

 ǀ ʼdul baʼo źe ʼam
 ǀ ʼdul ba m

a yin 

no źe ʼam
 ǀ ltuṅ baʼo źe ʼam

 ltuṅ ba m
a yin no źe ʼam

 ǀ lci ba ʼam
 ǀ yaṅ ba ʼam

 ǀ lhag m
a daṅ bcas pa ʼam

 ǀ lhag m
a m

ed pa ʼam
 ǀ 

bśags par bya ba ʼam
 ǀ bsdam

 par bya ba ʼam
 ǀ ñes bar bśad par gtogs pa ʼam

 ǀ legs par bśad par gtogs pa ste ǀ ʼdi dag ni ʼgyed par 

byed paʼi gźi bcu bźi źes byaʼo ǁ 

 

し
か
し
、
チ
ベ
ッ
ト
譯
は
「﹇
僧
團
﹈
分
裂
を
引
き
起
こ
す
事

」
で
は
な
く
「
口
論
す
る
こ
と
の
根
本 （ʼgyed par byed paʼi gźi

）」
と
述

べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
及
び
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
寫
本
に
は
對
應
を
有
さ
な
い
項
目
で
あ
る “legs par bśad par gtogs pa” 

を
記
述
し
て

い
る
と
い
う
相
違
點
が
あ
る
。R

. G
N

O
LI 

は
、
チ
ベ
ッ
ト
譯
に
從
っ
て ﹇A

dhik-v, p. 73, fn. 4]

、「
十
四
の
﹇
僧
團
﹈
分
裂
を
引
き
起
こ
す

事

」
の
具
體
的
な
項
目
を “yad uta dharm

am
 iti vā adharm

am
 iti vā, vinaya iti vā avinaya iti vā, āpattir iti vā anāpattir iti vā, gurv iti 

vā laghv iti vā, sāvaśeṣa iti vā niravaśeṣa iti vā, deśanākaranīya[sic] iti vā saṃ
varakaraṇīya iti vā durbhāṣitagam

inīti[sic] vā 
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subhāṣitagam
inīti[sic] vā” 

と
校
訂
し
て
い
る ﹇A

dhik-v 73.25-29

﹈。
し
か
し
、
チ
ベ
ッ
ト
譯
は
上
述
の
よ
う
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
寫
本

に
は
存
在
し
な
い
項
目
を
有
し
て
い
る
の
で
、
チ
ベ
ッ
ト
譯
に
基
づ
い
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
寫
本
の
當
該
箇
所
を
校
訂
す
る
こ
と
に
は
愼

重
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
、EĀ

(Trip.) § 35.2: dve āpattī ... saṃ
varakaraṇīyā deśanākaraṇīyā ca 

を
參
考
に
す
る
と
、

saṃ
varakaraṇīyā 

とdeśanākaraṇīyā 

と
が
對
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、M

S. 337r2 

に
お
け
る saṃ

varakaraṇīyeti vā 
asaṃ

varakaraṇīyeti vā deśanākaraṇīyeti vā 

の
內
の asaṃ

varakaraṇīyeti vā 

は
誤
寫
で
あ
り
削
除
さ
れ
る
べ
き
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら

れ
る
（
さ
ら
に
、EĀ

(Trip.) § 36.1: dve āpattī ... vinayātisāriṇī durbhāṣitagām
inī ca 

に
お
い
て vinayātisāriṇī 

と  durbhāṣitagām
inī 

と

が
對
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
參
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
）。Ekottarāgam

a (Ekottarikāgam
a) 

の
歸
屬
部
派
の
問
題
に
關
し
て
は
、
大
窪

祐
宣
「
梵

增
一
阿
含
考
（
そ
の
2
）」『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
第
三
十
二
卷
第
二
號 (1984), p. 706f.

、
及
び EĀ

(Trip.), pp. 28-35

（
先

行
硏
究
の
參
照
指
示
を
含
む
）
を
見
よ
。
他
方
、subhāṣitagam

inī ( subhāṣitagām
inī) 

と
い
う
語
が
現
わ
れ
る
箇
所
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
、

G
N

O
LI 

に
よ
っ
て
校
訂
さ
れ
た
こ
の
箇
所 ( A

dhik-v 73.28f.) 

を
除
い
て
、
ギ
ル
ギ
ッ
ト
寫
本
の
內
の
律

獻 ( Prātim
okṣasūtra, V

inayavas-

tu, K
arm

avācanā) 

に
は
見
出
さ
れ
な
い
（SW

TF s.v. -gām
in,  5 

を
も
參
照
の
こ
と
）。
な
お
、M

S. 337r1-3

の
關
連
箇
所
と
し
て
、

EĀ
(Trip.)  §§ 25.13, 26.9 

を
も
參
照
の
こ
と
。

（
16
） 

經
藏
に
屬
す
るA

N
 V

 73.21-74.11, (cf. 75.6-20) 

で
は
以
下
の
よ
う
に
、
上
述
の V

in II 204.10-27 

の
內
の
最
初
の
十
項
目
の
み
が
擧
げ

ら
れ
て
い
る
。

 
ʻsaṅghabhedo saṅghabhedoʼ ti bhante vuccati. kittāvatā nu kho bhante saṅgho bhinno hotī ti? idhʼ U

pāli bhikkhū adham
m

aṃ
 

dham
m

o ti dīpenti, dham
m

aṃ
 adham

m
o ti dīpenti, avinayaṃ

 vinayo ti dīpenti, vinayaṃ
 avinayo ti dīpenti, abhāsitaṃ

 alapitaṃ
 

tathāgatena bhāsitaṃ
 lapitaṃ

 tathāgatenā ti dīpenti, bhāsitaṃ
 lapitaṃ

 tathāgatena abhāsitaṃ
 alapitaṃ

 tathāgatenā ti dīpenti, 

anāciṇṇaṃ
 tathāgatena āciṇṇaṃ

 tathāgatenā ti dīpenti, āciṇṇaṃ
 tathāgatena anāciṇṇaṃ

 tathāgatenā ti dīpenti, appaññattaṃ
 

tathāgatena paññattaṃ
 tathāgatenā ti dīpenti, paññattaṃ

 tathāgatena appaññattaṃ
 tathāgatenā ti dīpenti. te im

ehi dasahi vatthūhi 

avakassanti, vavakassanti, āvenikam
m
āni karonti, āvenipātim

okkhaṃ
 uddisanti. ettāvatā kho U

pāli saṅgho bhinno hotī ti.

 

「
御
身
よ
、
僧
團
の
分
裂
、
僧
團
の
分
裂
と
言
わ
れ
る
。
御
身
よ
、
一
體
ど
の
限
り
で
僧
團
は
裂
か
れ
た
（
分
裂
し
た
）
も
の
に
な
る
の
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か
？
」
と
。「
ウ
パ
ー
リ
よ
、
今
、
比
丘
た
ち
が
、
ダ
ル
マ
で
な
い
も
の
を
ダ
ル
マ
で
あ
る
と
說
明
し
、
ダ
ル
マ
を
ダ
ル
マ
で
な
い
も
の

で
あ
る
と
說
明
し
、
ヴ
ィ
ナ
ヤ
で
な
い
も
の
を
ヴ
ィ
ナ
ヤ
で
あ
る
と
說
明
し
、
ヴ
ィ
ナ
ヤ
を
ヴ
ィ
ナ
ヤ
で
な
い
も
の
で
あ
る
と
說
明
し
、

如
來
に
よ
っ
て
說
か
れ
て
い
な
い
も
の
・
言
わ
れ
て
い
な
い
も
の
を
如
來
に
よ
っ
て
說
か
れ
た
も
の
・
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
說
明
し
、

如
來
に
よ
っ
て
說
か
れ
た
も
の
・
言
わ
れ
た
も
の
を
如
來
に
よ
っ
て
說
か
れ
て
い
な
い
も
の
・
言
わ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
說
明
し
、

如
來
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
な
い
も
の
を
如
來
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
說
明
し
、
如
來
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の

を
如
來
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
說
明
し
、
如
來
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
如
來
に
よ
っ
て
制
定
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
說
明
し
、
如
來
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
も
の
を
如
來
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
說
明
す
る
。

彼
ら
は
、
こ
れ
ら
の
十
の
事

に
よ
っ
て
、
引
き
離
し
、
引
き
剝
が
し
、
別
々
の
﹇
法
的
﹈
行
爲
を
行
い
、
別
々
の
パ
ー
テ
ィ
モ
ッ
カ

を
宣
示
す
る
。
ウ
パ
ー
リ
よ
、
こ
の
限
り
で
僧
團
は
裂
か
れ
た
（
分
裂
し
た
）
も
の
に
な
る
」
と
。

（
17
） 『
パ
ー
リ
律
』
に
お
い
て
は
、appaṭikam

m
ā āpatti 

と sappaṭikam
m
ā āpatti 

と
が
「
不
可
治
」・「
可
治
」
に
對
應
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る 

﹇V
in V

 115.3-7

﹈。

 
āpatti jānitabbā; anāpatti j.; lahukā āpatti j.; garukā āpatti j.; sāvasesā āpatti j.; anavasesā āpatti j.; duṭṭhullā āpatti j.; aduṭṭhullā 

āpatti j.; sappaṭikam
m
ā āpatti j.; appaṭikam

m
ā āpatti j.; desanāgām

inī āpatti j.; adesanāgām
inī āpatti j. ... 

 

罪
が
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
罪
で
な
い
も
の
が
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
輕
罪
が
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
重
罪
が
知
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
、殘
り
の
あ
る
罪
が
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、殘
り
の
な
い
罪
が
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、麁
惡
な
罪
が
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

麁
惡
で
な
い
罪
が
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
對
處
を
有
す
る
罪
が
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
對
處
を
有
し
な
い
罪
が
知
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
、
明
示
す
る
こ
と
に
い
た
る
罪
が
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
明
示
す
る
こ
と
に
い
た
ら
な
い
罪
が
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
…
… 

 

こ
れ
に
關
連
し
て
註
釋
に
は
次
の
よ
う
な
說
明
が
あ
る:

「『
對
處
を
有
す
る
六
つ
の
﹇
罪
﹈
が
』
と
は
、パ
ー
ラ
ー
ジ
カ
を
除
い
た
殘
り
の
諸
々

の
﹇
罪
﹈
で
あ
る
。『
こ
れ
に
關
し
て
對
處
を
有
し
な
い
一
つ
の
﹇
罪
﹈
が
』
と
は
、
パ
ー
ラ
ー
ジ
カ
罪
で
あ
る （cha sappaṭikam

m
ā ti 

pārājikaṃ
 ṭhapetvā avasesā. ekʼ ettha appaṭikam

m
ā ti pārājikāpatti

）」﹇Sp 1382.15f. ad V
in V

 210.24f.

﹈。
な
お
、こ
こ
で
は
、パ
ー
ラ
ー

ジ
カ
罪
を
含
め
て
罪
は
七
つ
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
七
つ
の
罪
に
關
し
て
は V

in V
 91.23-25 

を
見
よ
。
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さ
ら
に
、
經
藏
に
屬
す
る A

N
 I 20.15-21.7 (cf. A

N
 I 21.8-34) 

に
も
以
下
の
よ
う
にappaṭikam

m
ā āpatti 

と sappaṭikam
m
ā āpatti

の
記

述
が
あ
る
。

　
1  ye te bhikkhave bhikkhū anāpattiṃ

 āpattī ti dīpenti te bhikkhave bhikkhū bahujanāhitāya paṭipannā bahujanāsukhāya bahu-

no janassa anatthāya ahitāya dukkhāya devam
anussānaṃ

 bahuñ ca te bhikkhave bhikkhū apuññaṃ
 pasavanti te cʼ im

aṃ
 

saddham
m

aṃ
 antaradhāpentī ti. 

　
2  ye te bhikkhave bhikkhū āpattiṃ

 anāpattī ti dīpentī . . . pe . . . 

　
3  ye te bhikkhave bhikkhū lahukaṃ

 āpattiṃ
 garukāpattī ti dīpenti . . . pe . . . 

　
4  ye te bhikkhave bhikkhū garukaṃ

 āpattiṃ
 lahukāpattī ti dī penti . . . pe . . . 

　
5  ye te bhikkhave bhikkhū duṭṭhullaṃ

 āpattiṃ
 aduṭṭhullāpattī ti dīpenti . . . pe . . . 

　
6  ye te bhikkhave bhikkhū aduṭṭhullaṃ

 āpattiṃ
 duṭṭhullāpattī ti dīpenti . . . pe . . . 

　
7  ye te bhikkhave bhikkhū sāvasesaṃ

 āpattiṃ
 anavasesāpattī ti dīpenti . . . pe . . . 

　
8  ye te bhikkhave bhikkhū anavasesaṃ

 āpattiṃ
 sāvasesāpattī ti dīpenti . . . pe . . . 

　
9  ye te bhikkhave bhikkhū sappaṭikam

m
aṃ

 āpattiṃ
 appaṭikam

m
āpattī ti dīpenti . . . pe . . . 

　
10  ye te bhikkhave bhikkhū appa ṭikam

m
aṃ

 āpattiṃ
 sappaṭikam

m
āpattī ti dīpenti te bhikkhave bhikkhū . . . pe . . . (ix. 33) . . . 

antaradhāpentī ti. 

　

1 

「
比
丘
た
ち
よ
、
誰
で
あ
れ
罪
で
な
い
も
の
を
罪
で
あ
る
と
說
明
す
る
比
丘
た
ち
、
そ
れ
ら
の
比
丘
た
ち
は
、
比
丘
た
ち
よ
、
多
く

の
人
々
の
無
益
の
た
め
に
實
踐
し
、
多
く
の
人
々
の
不
幸
の
た
め
に
、
多
く
の
人
々
の
不
利
益
の
た
め
に
、
神
々
と
人
閒
た
ち
の

無
益
・
苦
し
み
の
た
め
に
實
踐
す
る
、
そ
し
て
比
丘
た
ち
よ
、
そ
れ
ら
の
比
丘
た
ち
は
多
く
の
功
德
な
ら
ざ
る
も
の
を
生
じ
、
彼

ら
は
こ
の
正
し
い
者
た
ち
の
敎
え
を
隱

す
る
」
と
。

　

2 

「
比
丘
た
ち
よ
、
誰
で
あ
れ
罪
を
罪
で
な
い
も
の
で
あ
る
と
說
明
す
る
比
丘
た
ち
、
…
…

　

3 

「
比
丘
た
ち
よ
、
誰
で
あ
れ
輕
罪
を
重
罪
で
あ
る
と
說
明
す
る
比
丘
た
ち
、
…
…
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4 

「
比
丘
た
ち
よ
、
誰
で
あ
れ
重
罪
を
輕
罪
で
あ
る
と
說
明
す
る
比
丘
た
ち
、
…
…

　

5 

「
比
丘
た
ち
よ
、
誰
で
あ
れ
麁
惡
な
罪
を
麁
惡
で
な
い
罪
で
あ
る
と
說
明
す
る
比
丘
た
ち
、
…
…

　

6 

「
比
丘
た
ち
よ
、
誰
で
あ
れ
麁
惡
で
な
い
罪
を
麁
惡
な
罪
で
あ
る
と
說
明
す
る
比
丘
た
ち
、
…
…

　

7 
「
比
丘
た
ち
よ
、
誰
で
あ
れ
殘
り
の
あ
る
罪
を
殘
り
の
な
い
罪
で
あ
る
と
說
明
す
る
比
丘
た
ち
、
…
…

　

8 
「
比
丘
た
ち
よ
、
誰
で
あ
れ
殘
り
の
な
い
罪
を
殘
り
の
あ
る
罪
で
あ
る
と
說
明
す
る
比
丘
た
ち
、
…
…

　

9 

「
比
丘
た
ち
よ
、
誰
で
あ
れ
對
處
を
有
す
る
罪
を
對
處
を
有
し
な
い
罪
で
あ
る
と
說
明
す
る
比
丘
た
ち
、
…
…

　

10 

「
比
丘
た
ち
よ
、
誰
で
あ
れ
對
處
を
有
し
な
い
罪
を
對
處
を
有
す
る
罪
で
あ
る
と
說
明
す
る
比
丘
た
ち
、
そ
れ
ら
の
比
丘
た
ち
は
、

比
丘
た
ち
よ
、
…
…
隱

す
る
」
と
。

 

こ
れ
に
對
し
て
註
釋
は
次
の
よ
う
に
說
明
す
る:

「
六
つ
の
罪
の
グ
ル
ー
プ
が
殘
り
の
あ
る
罪
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
パ
ー
ラ
ー
ジ
カ
と

い
う
一
つ
の
罪
の
グ
ル
ー
プ
が
殘
り
の
な
い
罪
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
對
處
を
有
す
る
罪
と
い
わ
れ
る
も
の
は
殘
り
の
あ
る
罪
に
他
な

ら
ず
、
對
處
を
有
し
な
い
罪
と
い
わ
れ
る
も
の
は
殘
り
の
な
い
罪
に
他
な
ら
な
い （cha āpattikkhandhā sāvasesā āpatti nām

a, eko 

pārājikāpattikkhandho anavasesāpatti nām
a. sappaṭikam

m
āpatti nām

a sāvasesāpatti yeva, appaṭikam
m
āpatti nām

a anavasesāpatti 

yeva

）」﹇M
p I 94.13-16

﹈。

 

　

さ
ら
に
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
も
こ
れ
ら
の
語
に
對
應
す
る
語
が
現
存
し
て
い
る: H

O
ER

N
LE, M

R
 3, O

bverse 3: duṣṭūl-âpattiḥ 

aduṣṭūl-âpattiḥ sa-pratikarm
-âpattiḥ apratikarm

-âpattiḥ, cf. EĀ
(Trip.) § 35.2: dve āpattī ... pratikr̥tā apratikr̥tā ca. 

 

「
可
治
罪
」「
不
可
治
罪
」
に
つ
い
て
は
、『
十
誦
律
』
卷
五
六
（
大
正
二
三
・
四
一
二
中
二
五
〜
二
七
）、『
摩
訶
僧
祇
律
』
卷
十
二
（
大
正

二
二
・
三
二
八
中
二
四
）
等
に
も
見
ら
れ
る
。

（
18
） 「
何
者
濕
生
、
是
衆
生
從
四
大
氣
所
生
。
如
蟲

蜻
蛉
等
」。
な
お
、
こ
の

は
、「
衆
生
」
で
あ
る
「
卵
生
、
胎
生
、
濕
生
、
化
生
」
を
說
明

す
る
箇
所
（
大
正
二
九
・
二
○
○
下
二
二
〜
二
九
）
の
內
の
一
部
で
あ
る
。

（
19
） 

平
川
彰
『
平
川
彰
著
作
集 

第
十
六
卷 

二
百
五
十
戒
の
硏
究
Ⅲ
』
春
秋
社, 1994, pp. 163-176. 

（
20
）V

in V
ibh, p. 137f.

も
參
照
の
こ
と
。
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（
21
）
チ
ベ
ッ
ト
譯
「
生
物
に
と
っ
て
の
住
處
（
有
情
村
）
と
言
わ
れ
る
も
の
に
お
い
て
、
生
物
と
は
蟻
…
…
ト
ラ
イ
ラ
ー
タ
蜂
で
あ
る
。
住
處
と

は
木
な
ど
で
あ
る
（’byuṅ po’i gnas śes bya ba la | ’byuṅ po źes bya ba ni grog sbur dag daṅ ... tre la ta ga dag go | gnas śes bya ba ni śiṅ 

ljon pa la sogs pa’o

）」﹇P Je 260a7-8, cf. D
 C

ha 281b7-282a2

﹈
も
見
よ
。
ま
た
、『
根
本
薩
婆
多
部
律
攝
』
巻
九
（
大
正
二
四
・
五
七
七
上

十
五
〜
十
八
）
も
參
照
の
こ
と
。

（
22
） V

in V
 132.29f.

に
こ
れ
に
對
す
る
竝
行
箇
所
が
あ
る
。

（
23
） L. S

C
H

M
ITH

A
U

SEN, The P
roblem

 of the Sentience of P
lants in E

arliest B
uddhism

, Tokyo 1991 (Studia Philologica B
uddhica, 

M
onograph Series, IV

), § 4.2.1, esp. fn. 30; idem
, P

lants in E
arliest B

uddhism
 and the F

ar E
astern Idea of the B

uddha-N
ature of 

G
rasses and Trees, Lum

bini 2009, §§ 5-6,  14 

を
見
よ
。

（
24
） 

あ
る
い
は
、「
生
物
（
植
物
）
の
群
集
と
は
、
五
つ
の
種
子
の
種
類
で
あ
る
、
つ
ま
り
根
と
い
う
種
子
・
莖
と
い
う
種
子
・
節
と
い
う
種
子
・

先
端
と
い
う
種
子
、
そ
し
て
五
番
目
に
種
子
と
い
う
種
子
で
あ
る
」
と
い
う
譯
も
可
能
で
あ
る ﹇L. S

C
H

M
ITH

A
U

SEN, The P
roblem

 of the 

Sentience, p. 6, fn. 30

﹈。

（
25
） 

先
述
し
た
通
り
、「
四
大
氣
生
」
は
「
濕
生
」
と
關
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。M

B
hār. (cr. ed.) 14.42.19; 21ab ;22 

に
お
い
て
は
「
生

物
（bhūtagrām

a-

）」
が
植
物
以
外
の
も
の
も
含
ん
で
お
り
、
そ
の
一
つ
と
し
て
「
濕
生
」
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 
aṇḍajodbhijjasaṃ

svedajarāyujam
 athāpi ca ǀ 

 
caturdhā janm

a ity etad bhūtagrām
asya lakṣyate ǁ (19) 

 
...... 

 
saṃ

svedāḥ kr̥m
ayaḥ proktā jantavaś ca tathāvidhāḥ ǀ (21ab) 

 
...... 

 
bhittvā tu pr̥thivīṃ

 yāni jāyante kālaparyayāt ǀ 

 
udbhijjānīti tāny āhur bhūtāni dvijasattam

āḥ ǁ (22) 

 

卵
か
ら
生
じ
る
も
の
（
卵
生
）・
割
っ
て
外
に
出
る
も
の
（
芽
）
か
ら
生
じ
る
も
の
・
濕
り
﹇
か
ら
生
じ
る
も
の
﹈（
濕
生
）・
胎
盤
か
ら
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生
じ
る
も
の
（
胎
生
）。
そ
う
し
て
、
こ
れ
が
生
物
に
と
っ
て
の
四
樣
の
誕
生
で
あ
る
と
特
徵
付
け
ら
れ
る （
19
）。
…
…
諸
々
の
蛆
虫

と
そ
れ
と
同
樣
な
種
類
の
諸
々
の
生
物
が
濕
り
﹇
か
ら
生
じ
る
﹈
諸
々
の
も
の
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る （21ab

）。
…
…
他
方
、
時

が
經
過
し
た
後
に
大
地
を

い
て
生
じ
る
諸
々
の
も
の
、
そ
れ
ら
の
生
物
を
割
っ
て
外
に
出
る
も
の
（
芽
）
か
ら
生
じ
る
諸
々
の
も
の

で
あ
る
と
再
生
族
（
婆
羅
門
）
の
內
の
最
上
の
者
た
ち
は
言
う （
22
）。

 

こ
れ
以
外
の bhūtagrām

a- 

の
用
例
に
關
し
て
は
、
杉
本
卓
洲
『
五
戒
の
周
邊 

― 

イ
ン
ド
的
生
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム 

―
』
平
樂
寺
書
店, 1999, 

pp. 126-130
、
及
び L. S

C
H

M
ITH

A
U

SEN, The P
roblem

 of the Sentience, p. 7, fn.  34 

を
參
照
の
こ
と
。

（
26
） 『
律
二
十
二
明
了
論
』
に
お
け
る
「
種
子
生
」
は
廣
律
の
「
子
子
種
／
實
種
子
／
子
種
」
に
對
應
し
、「
根
生
」
は
「
根
種
／
根
種
子
」
に
對

應
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、『
律
二
十
二
明
了
論
』
に
お
け
る
「
分
段
生
」
は
廣
律
の
「
節
生
種
／
節
種
子
／
節
種
」
に
對
應
す
る

可
能
性
も
考
え
ら
れ
う
る
が
、
現
段
階
で
は
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。

（
27
） 

こ
れ
に
關
連
す
る
箇
所
が
『
攝
大
乘
論
釋
』
に
あ
る
。『
攝
大
乘
論
釋
』
の
情
報
は
池
田
將
則
博
士
の
敎
示
に
よ
る
。

 

眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
卷
一
（
大
正
三
一
・
一
五
四
下
一
一
〜
一
六
）： 

 

罪
過
者
、
謂
五
篇
七
聚
罪
。
緣
起
者
、
或
四
或
八
。
四
者
、
一
無
知
、
二
放
逸
、
三
煩
惱
熾
盛
、
四
輕

。
八
者
、
一
由
心
、
不
由
身
口
、

二
由
身
、
不
由
心
口
、
三
由
口
、
不
由
身
心
、
四
由
心
身
、
不
由
口
、
五
由
身
口
、
不
由
心
、
六
由
心
口
、
不
由
身
、
七
由
身
口
心
、

八
不
由
身
口
心
。

 

『
攝
大
乘
論
釋
』
の
當
該
箇
所
に
お
い
て
『
律
二
十
二
明
了
論
』
と
同
樣
の
八
つ
の
緣
起
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
順
序
は
『
律
二
十
二
明
了
論
』

の
も
の
と
は
異
な
る
）
が
、「
意
」
で
は
な
く
「
心
」
と
漢
譯
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
平
川
彰
他
『
俱
舍
論
索
引
』
第
二
部
、
大
藏
出
版
、 

1977, s.v. 

意
で
は
、
眞
諦
譯
の
「
意
」
に
對
應
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と
し
て citta- 

も
擧
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
以
下
で
取
り
扱

う
『
十
誦
律
』
卷
三
五
（
大
正
二
三
・
二
五
一
中
二
九
〜
下
三
）
と
卷
五
七
（
大
正
二
三
・
四
二
三
中
二
三
〜
二
六
）
に
お
い
て
罪
に
關
す
る

ほ
ぼ
同
一
の

が
現
わ
れ
る
が
、
そ
の
二
つ
の
箇
所
の
內
の
前
者
は
「
心
」
と
し
後
者
は
「
意
」
と
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
暫
定
的
に
で

は
あ
る
が
「
意
」
と
「
心
」
を
區
別
せ
ず
に
檢
討
を
行
な
う
。

（
28
） 

拙
稿
「
律
に
お
け
る
罪
の
分
類
方
法 

― 

身
體
／
言
葉
／
心 

―
」『
日
本
佛
敎
學
會
年
報
』
第
七
十
四
號 (2009), pp. 217-229.
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（
29
） 

こ
れ
に
對
す
る
竝
行
箇
所
が『
十
誦
律
』と SaV

in(VoD
) 

に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
情
報
はA

ssistant Prof. D
r. Shayne C

LA
R

K
E

の
敎
示
に
よ
る
。

 
『
十
誦
律
』
卷
五
七
（
大
正
二
三
・
四
二
三
中
二
三
〜
二
六
）：

 
本
起
者
、
五

罪
所
起
因
緣
。
有
身
犯
、
非
口
非
意
。
有
口
犯
、
非
身
非
意
。
有
身
意
犯
、
非
口
。
有
口
意
犯
、
非
身
。
有
身
口
意
犯
。

無
但
意
犯
。
是
名
犯
起
因
緣
。

 
SaV

in(VoD
), Part 1, p.  34 (70r4-v4): 

 
tatridaṃ

 sam
usthāna saṃ

ṅgam
aḥ pa[ṃ

]ca āpati-sam
u[sthā](70v1)nā vacanīyaḥ asti āpatti kāyīkā na vācikā na cetasikā[ḥ asti] 

(70v2) āpati vācikā na kāyika na cetasikāḥ asti āpati [kāyikā ce](70v3)tasikā caḥ asti āpati vācikā cetasikā caḥ asti āpa[ti kāyi]

(70v4)kā vācikā cetasikā ca ida[ṃ
] tatra sam

usthāna saṃ
ṅgam

aḥ.

（
30
） 

チ
ベ
ッ
ト
譯
の
對
應
箇
所
は P Ṅ

e 220b4f., D
 G

a 232a7-b1 

で
あ
る
。

（
31
） 

こ
れ
に
直
接
續
く
箇
所 ﹇A

dhik-v 74.16-75.17, cf. P Ṅ
e 220b5-221a4, D

 G
a 232b1-233a2

﹈ 

に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
罪
の
具
體
例
が
列

擧
さ
れ
て
い
る
。

（
32
） 『
毘
尼
母
經
』
の
歸
屬
部
派
に
關
す
る
先
行
硏
究
に
關
し
て
は
、
三
友
量
順
『
毘
尼
母
經
』
大
藏
出
版
、 2005 (

新
國
譯
大
藏
經 

⑬ 

律
部 

10), 
pp. 1-7 

を
參
照
の
こ
と
。

（
33
） 

上
記
の
引
用
箇
所
の
直
後
に
、
引
用
し
た
記
述
と
は
異
な
る
記
述
が
存
在
す
る ﹇『
毘
尼
母
經
』
卷
八
（
大
正
二
四
・
八
四
八
中
一
九
〜
下
四
）﹈ 。

 

有
犯
因
身
非
心
口
者
、
初
波
羅
夷
。
…
…
比
１
皆
名
身
犯
。
從
口
所
起
犯
者
、
第
四
波
羅
夷
。
…
…
是
名
口
業
所
起
犯
。
從
身
口
所
起
犯

者
、
第
二
波
羅
夷
。
…
…
是
名
身
口
所
犯
。
因
心
所
起
犯
者
、
如
三
十
事
中
金
銀
施
主
所
與
、
手
雖
不
捉
心
作
己
有
、
語
淨
人
持
著
某
處
、

不
語
淨
人
言
任
汝
所
爲
。
如
比
丘
見
他
所
犯
、
覆
藏
不
向
人
發
露
。
是
爲
心
犯
。
身
心
所
起
犯
者
、
如
上
身
心
所
犯
是
也
。
從
身
口
心

所
起
犯
者
、
如
上
身
口
心
所
犯
是
也
。
１ 

大
正
は
「
比
」
の
後
に
「
丘
」
を
付
加
．
聖
、
聖
乙
に
よ
り
訂
正
．

 

こ
の
箇
所
は
上
記
の
箇
所
と
比
べ
て
項
目
內
容
・
順
序
に
關
し
て
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
『
律
二
十
二
明
了
論
』
に
お

け
る
「
從
意
生
、
不
從
身
口
生
」
に
對
應
す
る
「
因
心
所
起
犯
」・「
心
犯
」
と
い
う
項
目
が
四
番
目
に
述
べ
ら
れ
、
他
方
『
律
二
十
二
明
了
論
』

に
お
け
る
「
不
從
身
口
意
生
」
に
對
應
す
る
項
目
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
點
に
關
し
て
は
上
記
の
引
用
箇
所
と
同
一
で
あ
る
。
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眞
諦
譯
の
瞿
波
『
大
乘
唯
識
論
義
疏
』（
散
逸
）
を
め
ぐ
っ
て

大　

竹　
　
　

晉

は
じ
め
に

　

イ
ン
ド
佛
敎
に
お
い
て
大
乘
の
瑜
伽
師
が
唯
識
說
（
唯
心
論
）
を
說
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
唯
識
說
の
提
示
と
し
て

初
期
に
屬
し
、
か
つ
後
代
の
イ
ン
ド
佛
敎
に
ま
で
影

を
及
ぼ
し
續
け
た
著
作
と
し
て
、
世
親
（Vasubandhu. 

天
親
。
四
〜
五
世

紀
ご
ろ
）
の
『
唯
識
二
十
論
』（Viṃ

śatikā Vijñaptim
ātratāsiddhiḥ

）
が
あ
り
、
中
國
に
お
い
て
は
、
東
魏
の
般
若
流
支
譯
『
唯
識

論
』、
陳
の
眞
諦
譯
『
大
乘
唯
識
論
』、
唐
の
玄
奘
譯
『
唯
識
二
十
論
』
と
し
て
、
三
た
び
漢
譯
さ
れ
た
。

　

隋
の
佛
敎

獻
に
お
い
て
『
唯
識
論
』
と
い
う
名
稱
の
も
と
に
引
用
さ
れ
る

の
う
ち
に
は
、
當
時
『
唯
識
論
』
と
呼
ば
れ
た
で

あ
ろ
う
現
存
の

獻
、
す
な
わ
ち
、
般
若
流
支
譯
『
唯
識
論
』
や
眞
諦
譯
『
大
乘
唯
識
論
』
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
な
い

が
あ

る）
1
（

。
そ
の
よ
う
な

と
し
て
、
筆
者
は
次
の
よ
う
な
も
の
を
數
え
て
い
る
。

①　

欲
重
說
此
義
、
更
引
天
親
『
唯
識
論
』。〝
唯
是
一
識
、
復
有
分
別
識
、
無
分
別
識
。
分
別
識
者
是
識
識
、
無
分
別
者
似
塵
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識
。
一
切
法
界
所
有
甁
衣
車
乘
等
皆
是
無
分
別
。
識
成
三
無
性
、
無
性
名
非
安
立
諦
。〞
如
彼
具
說
。（
智
顗
・
灌
頂
『
四
念
處
』

卷
四
。
大
正
四
六
・
五
七
八
中
）

　

こ
の
內
容
を
も
う
一
度
說
く
た
め
に
、
あ
ら
た
め
て
天
親
の
『
唯
識
論
』
を
引
用
す
る
。〝
た
だ
一
識
の
み
で
あ
り
、〔
そ

の
一
識
の
う
ち
に
〕
さ
ら
に
分
別
識
と
無
分
別
識
と
が
あ
る
。
分
別
識
と
は
識
識
（〝
識
で
あ
る
識
〞）
で
あ
り
、無
分
別
〔
識
〕

と
は
似
塵
識
（〝
所
緣
と
し
て
顯
現
す
る
識
〞）
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
法
界
の
う
ち
に
あ
る
甁
や
衣
や
車
や
乘
な
ど
は
す
べ
て

無
分
別
〔
識
〕
で
あ
る
。
識
は
三
無
性
を
成
立
さ
せ
、〔
三
〕
無
性
は
非
安
立
諦
と
呼
ば
れ
る
。〞
か
し
こ
に
詳
し
く
說
か
れ

る
と
お
り
で
あ
る
。

②
Ａ　

次
『
中
邊
分
別
論
』
明
乘
有
五
。
一
乘
本
。
謂
眞
如
佛
性
。
二
乘
行
。
卽
福
慧
等
。
三
乘
攝
。
謂
慈
悲
心
、
引
一
切
衆

生
、
悉
共
出
生
死
。
四
乘
障
。
謂
煩
惱
障
、
及
智
障
。
三
界
內
煩
惱
名
煩
惱
障
、
餘
障
一
切
行
解
名
爲
智
障
。
五
者
乘
果
。
卽

佛
果
也
。『
唯
識
論
』
解
。
乘
有
三
體
六
義
。
三
體
同
前
。
一
自
性
。
二
空
所
顯
眞
如
是
也
。
二
隨
流
。
隨
順
自
性
、
流
福
慧

十
地
等
法
是
也
。
三
至
果
。
卽
隨
流
所
出
無
上
菩
提
及
一
切
不
共
法
也
。
六
義
者
、
一
體
。
是
如
如
空
、
出
離
四
謗
。
二
者
因
。

謂
福
慧
。
三
者
攝
。
攝
一
切
衆
生
。
四
境
界
。
了
眞
俗
脩
（–

脩
？
）
二
諦
。
五
障
。
卽
皮
肉
心
三
障
。
六
果
。
謂
無
上
菩
提
。

此
六
義
次
第
者
、
正
以
眞
如
爲
根
本
。
以
有
如
此
、
故
起
福
慧
二
行
。
起
福
慧
二
行
、
故
能
攝
一
切
衆
生
。
攝
一
切
衆
生
、
由

照
眞
俗
、
迷
境
故
成
惑
、
則
失
乘
理
。
見
境
故
能
除
惑
。
除
惑
故
得
佛
果
也
。
問
。
乘
是
何
義
。
答
。
彼
『
論
』
釋
云
。〝
乘

是
顯
載
義
。
由
眞
如
佛
性
、
故
出
福
慧
等
行
、
由
福
慧
等
行
、
故
出
佛
果
。
佛
果
載
出
衆
生
。〞（
吉
藏
『
法
華
玄
論
』
卷
四
。

大
正
三
四
・
三
九
〇
下
）

　

次
に
『
中
邊
分
別
論）

2
（

』
は
乘
が
五
つ
を
持
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
一
に
乘
の
根
本
。
す
な
わ
ち
眞
如
佛
性
で
あ
る
。

第
二
に
乘
の
資
糧
。
す
な
わ
ち
福
と
智
と
な
ど
で
あ
る
。
第
三
に
乘
の
攝
取
の
對
象
。
す
な
わ
ち
慈
悲
心
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
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る
一
切
衆
生
を
誘
引
し
、
す
べ
て
共
に
輪
廻
を
出
離
す
る
。
第
四
に
乘
の
障
。
す
な
わ
ち
煩
惱
障
と
所
知
障
と
で
あ
る
。
三

界
內
の
煩
惱
は
煩
惱
障
と
呼
ば
れ
、
他
の
、
あ
ら
ゆ
る
行
解
へ
の
障
は
所
知
障
と
呼
ば
れ
る
。
第
五
に
乘
の
果
。
す
な
わ
ち

佛
果
で
あ
る
。『
唯
識
論
』は
解
說
す
る
。
乘
は
三
つ
の
あ
り
か
た
と
六
つ
の
內
容
と
を
持
つ
。
三
つ
の
あ
り
か
た
は
前（
＝『
中

邊
分
別
論
』）
と
同
じ
で
あ
る
。
第
一
に
自
性
。〔
補
特
伽
羅
空
と
法
空
と
の
〕
二
空
に
よ
っ
て
顯
わ
さ
れ
る
眞
如
が
そ
れ
で

あ
る
。
第
二
に
隨
流
。
自
性
に
隨
順
し
、
福
と
智
と
十
地
と
な
ど
と
い
う
法
を
流
出
す
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
第
三
に
至

果
。
す
な
わ
ち
隨
流
か
ら
出
さ
れ
る
無
上
菩
提
と
あ
ら
ゆ
る
不
共
法
と
で
あ
る
。
六
つ
の
內
容
と
は
、
第
一
に
體
。
眞
如
空

性
は
〔
有
と
無
と
非
有
非
無
と
亦
有
亦
無
と
の
〕
四
謗
を
出
離
し
て
い
る
。
第
二
に
因
。
す
な
わ
ち
、
福
と
智
と
で
あ
る
。

第
三
に
攝
取
の
對
象
。
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
攝
取
す
る
。
第
四
に
境
界
。
勝
義
と
世
俗
と
の
二
諦
を
了
知
す
る
。
第
五
に
障
。

す
な
わ
ち
皮
と
肉
と
心
と
の
三
障
で
あ
る
。
第
六
に
果
。
す
な
わ
ち
無
上
菩
提
で
あ
る
。
こ
の
六
つ
の
內
容
の
順
序
は
、
ま
さ

し
く
眞
如
を
根
本
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
（
＝
眞
如
）
が
あ
る
ゆ
え
に
、
福
と
智
と
の
二
資
糧
を
起
こ
す
。
福
と
智
と

の
二
資
糧
を
起
こ
す
ゆ
え
に
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
攝
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
攝
取
し
、
勝
義
と
世
俗
と

を
觀
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
境
界
に
迷
う
ゆ
え
に
惑
を
成
立
さ
せ
、
乘
の
道
理
を
失
す
る
。
境
界
を
見
る
ゆ
え
に
惑
を
除

去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
惑
を
除
去
す
る
ゆ
え
に
佛
果
を
得
る
。
質
問
。
乘
と
は
い
か
な
る
意
味
か
。
回
答
。
か
の
『
論
』

は
註
釋
し
て
〝
乘
は
顯
わ
す
（
＝
出
だ
す
）
と
載
せ
る
と
の
意
味
を
持
つ
。
眞
如
佛
性
に
よ
っ
て
福
資
糧
と
智
資
糧
と
な
ど

を
出
だ
し
、福
資
糧
と
智
資
糧
と
な
ど
に
よ
っ
て
佛
果
を
出
だ
し
、佛
果
に
よ
っ
て
衆
生
を
載
せ
て
出
だ
す
〞
と
言
っ
て
い
る
。

②
Ｂ　
『
唯
識
論
』
云
。〝
乘
三
體
六
義
。
三
體
者
、
一
自
性
、
二
乘
隨
、
三
主
（
至
？
）
得
。
六
義
者
、
一
體
。
如
空
出
離
四
謗
。

二
者
因
。
謂
福
慧
。
三
者
攝
。
一
切
衆
生
。
四
者
境
界
。
眞
俗
。
五
者
障
。
卽
皮
肉
心
。
六
者
果
。
謂
無
上
菩
提
。〞（
吉
藏『
大

乘
玄
論
』
卷
三
。
大
正
四
五
・
四
二
下
）
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『
唯
識
論
』
は
〝
乘
は
三
つ
の
あ
り
か
た
と
六
つ
の
內
容
と
を
持
つ
。
三
つ
の
あ
り
か
た
と
は
、第
一
に
自
性
、第
二
に
乘
隨
、

第
三
に
至
得
で
あ
る
。
六
つ
の
內
容
と
は
、
第
一
に
體
。
す
な
わ
ち
、
眞
如
空
性
は
〔
有
と
無
と
非
有
非
無
と
亦
有
亦
無
と

の
〕
四
謗
を
出
離
し
て
い
る
。
第
二
に
因
。
す
な
わ
ち
、
福
と
智
と
で
あ
る
。
第
三
に
攝
取
の
對
象
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ

る
衆
生
で
あ
る
。
第
四
に
境
界
。
す
な
わ
ち
、
勝
義
と
世
俗
と
で
あ
る
。
第
五
に
障
。
す
な
わ
ち
、
皮
と
肉
と
心
と
で
あ
る
。

第
六
に
果
。
す
な
わ
ち
、
無
上
菩
提
で
あ
る
〞
と
言
っ
て
い
る
。

②
Ｃ　
『
唯
識
論
』
云
。〝
乘
是
出
載
義
。
由
眞
如
佛
性
、
出
福
慧
等
行
。
由
此
行
、
出
佛
果
。
由
佛
果
、
載
出
衆
生
。〞（
智
顗
・

灌
頂
『
妙
法
蓮
華
經
玄
義
』
卷
八
上
。
大
正
三
三
・
七
七
九
中
）

　
『
唯
識
論
』
は
〝
乘
は
出
だ
す
と
載
せ
る
と
の
意
味
を
持
つ
。
眞
如
佛
性
に
よ
っ
て
福
資
糧
と
智
資
糧
と
な
ど
を
出
だ
し
、

こ
の
資
糧
に
よ
っ
て
佛
果
を
出
だ
し
、
佛
果
に
よ
っ
て
衆
生
を
載
せ
て
出
だ
す
〞
と
言
っ
て
い
る
。

（
②
の
參
考
）　
『
法
華
論
』
具
明
乘
通
因
果
。
後
當
出
之
。『
唯
識
論
』
亦
然
也
。（
吉
藏
『
法
華
玄
論
』
卷
四
。
大
正

三
四
・
三
八
九
下
）

　
『
法
華
論
』は
く
わ
し
く
乘
が
因
と
果
と
に
ま
た
が
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
の
ち
に
そ
れ
を
提
示
し
よ
う
。『
唯
識
論
』

も
そ
う
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
佚

の
出
典
で
あ
る
『
唯
識
論
』
は
お
そ
ら
く
隋
に
お
い
て
流
通
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
何
ら
か
の
事
情
か
ら
失
わ

れ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
譯
者
に
つ
い
て
は
手
が
か
り
が
な
い
わ
け
で
な
い
。

　

た
と
え
ば
佚

①
が
識
を
「
分
別
識
」
で
あ
る
「
識
識
」（〝
識
で
あ
る
識
〞）
と
、「
無
分
別
識
」
で
あ
る
「
似
塵
識
」（〝
所
緣
と
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し
て
顯
現
す
る
識
〞）
と
に
二
分
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
や
眞
諦
譯
『
顯
識
論
』
が
識
を
ま
っ
た
く
同

じ
よ
う
に
二
分
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

論
曰
。
定
心
亦
爾
、
顯
現
似
塵
、
謂
異
定
心
。
釋
曰
。
定
心
有
二
分
。
一
分
似
識
、
二
分
似
塵
。
此
二
種
實
唯
是
識
。（『
攝
大

乘
論
釋
』
卷
五
。
大
正
三
一
・
一
八
三
上
）

　

本
論
の

（『
攝
大
乘
論
』
二
・
七
）。
そ
れ
と
同
樣
に
、
入
定
し
て
い
る
心
は
所
緣
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
入
定
し
て
い

る
心
と
異
な
る
も
の
と
し
て
、
顯
現
す
る
の
で
あ
る
。
註
釋
の

。
入
定
し
て
い
る
心
に
は
二
分
が
あ
る
。
第
一
分
は
識
と

し
て
顯
現
し
、
第
二
分
は
所
緣
と
し
て
顯
現
す
る
。
こ
の
二
種
類
は
實
の
と
こ
ろ
た
だ
識
で
あ
る
の
み
で
あ
る
。

論
曰
。
識
有
二
種
。
一
顯
識
、二
分
別
識
。
釋
曰
。
初
一
是
本
識
。
本
識
顯
六
塵
也
。
次
一
是
六
識
。
六
識
分
別
此
異
彼
也
。（『
顯

識
論
』。
大
正
三
一
・
八
八
〇
中
）

　

本
論
の

。
識
に
は
二
種
類
が
あ
る
。
第
一
に
顯
識
、
第
二
に
分
別
識
で
あ
る
。
註
釋
の

。
初
め
の
一
つ
は
ア
ー
ラ
ヤ

識
で
あ
る
。
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
六
境
を
顯
現
す
る
。
次
の
一
つ
は
第
六
識
で
あ
る
。
第
六
識
は
〝
こ
れ
は
あ
れ
と
異
な
る
〞
と

分
別
す
る
。

　

さ
ら
に
、
佚

①
に
お
い
て
、
識
が
三
無
性
を
成
立
さ
せ
、
三
無
性
は
非
安
立
諦
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
眞
諦
譯
の
天

親
『
大
乘
唯
識
論
』
が
次
の
よ
う
に
說
く
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
（
他
の
諸
譯
に
な
い

）。

是
故
三
界
實
無
外
塵
、
識
轉
似
塵
顯
。
三
性
二
諦
同
無
性
性
、
名
非
安
立
。（
大
正
三
一
・
七
一
上
）
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そ
れ
ゆ
え
に
三
界
に
實
の
と
こ
ろ
外
在
的
な
所
緣
は
な
く
、
識
が
轉
變
し
て
所
緣
と
し
て
顯
現
す
る
。
三
性
と
二
諦
と
は

い
ず
れ
も
無
性
性
で
あ
り
、
非
安
立
と
呼
ば
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
佚

②
Ａ
が
乘
の
三
つ
の
あ
り
か
た
と
し
て
自
性
・
隨
流
・
至
果
を
說
い
た
り
、
佚

②
Ｂ
が
乘
の
三
つ
の
あ
り
か
た

と
し
て
自
性
・
乘
隨
・
主
（
至
？
）
得
を
說
い
た
り
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
が
乘
の
三
つ
の
內
容
と
し

て
性
・
行
・
果
を
說
い
た
り
、
大
乘
の
三
つ
の
內
容
と
し
て
性
・
隨
・
得
を
說
い
た
り
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

『
摩
訶
般
若
經
』
說
。
乘
有
三
義
。
一
性
義
、二
行
義
、三
果
義
。
二
空
所
顯
三
無
性
眞
如
名
性
。
由
此
性
、修
十
度
十
地
名
行
。

由
修
此
行
、
究
竟
證
得
常
樂
我
淨
四
德
名
果
。（『
攝
大
乘
論
釋
』
卷
十
五
。
大
正
三
一
・
二
六
四
下
）

　
『
摩
訶
般
若
經
』
に
お
い
て
說
か
れ
て
い
る
。
乘
は
三
つ
の
內
容
を
持
つ
。
第
一
に
性
と
い
う
內
容
、
第
二
に
行
と
い
う

內
容
、
第
三
に
果
と
い
う
內
容
で
あ
る
。〔
補
特
伽
羅
空
と
法
空
と
の
〕
二
空
に
よ
っ
て
顯
わ
さ
れ
る
三
無
性
眞
如
が
性
と

呼
ば
れ
る
。
こ
の
性
に
よ
っ
て
、
十
波
羅
蜜
多
と
十
地
と
を
修
習
す
る
こ
と
が
行
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
行
を
修
習
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
常
と
樂
と
我
と
淨
と
の
四
德
を
證
得
す
る
こ
と
が
果
と
呼
ば
れ
る
。

大
乘
有
三
義
。
一
性
、
二
隨
、
三
得
。
性
卽
三
無
性
。
隨
卽
福
德
智
慧
行
所
攝
十
地
十
波
羅
蜜
、
隨
順
無
性
。
得
卽
所
得
四
德

果
。（『
攝
大
乘
論
釋
』
卷
十
一
。
大
正
三
一
・
二
三
四
下
）

　

大
乘
は
三
つ
の
內
容
を
持
つ
。
第
一
に
性
、
第
二
に
隨
、
第
三
に
得
で
あ
る
。
性
と
は
三
無
性
で
あ
る
。
隨
と
は
福
資
糧

と
智
資
糧
と
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
、十
地
と
十
波
羅
蜜
多
と
で
あ
り
、〔
三
〕無
性
に
隨
順
す
る
。
得
と
は
得
ら
れ
る
べ
き〔
常
・

樂
・
我
・
常
と
い
う
〕
四
德
と
い
う
果
で
あ
る
。
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こ
の
他
、
佚

②
Ａ
や
②
Ｂ
に
お
い
て
現
わ
れ
る
皮
と
肉
と
心
と
の
三
障
（i.e. tvag-gataṃ

 dauṣṭhulyam
,  phalgu-gataṃ

 

dauṣṭhulyam
,  sāra-gataṃ

 dauṣṭhulyam
. B

oB
h 243, 14f

）
は
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』（
大
正
三
一
・
二
三
〇
中
、
二
四
一
下
、

二
五
八
上
、
二
七
〇
上
）『
佛
性
論
』（
大
正
三
一
・
八
〇
六
上
）
の
う
ち
に
し
か
現
わ
れ
な
い
表
現
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
推
測
さ
れ
る
の
は
、
佚

①
や
②
Ａ
や
②
Ｂ
を
含
む
未
知
の
『
唯
識
論
』
が
お
そ
ら
く
眞
諦
譯
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
佚

①
は
未
知
の
『
唯
識
論
』
の
著
者
を
天
親
と
明
記
し
て
い
た
が
、
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
未
知
の
『
唯
識
論
』
は

現
存
の
眞
諦
譯
の
天
親
『
大
乘
唯
識
論
』
と
い
か
な
る
關
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一　

眞
諦
譯
の
瞿
波
『
大
乘
唯
識
論
義
疏
』

　

こ
こ
で
興
味
ぶ
か
い
の
は
、
眞
諦
譯
『
大
乘
唯
識
論
』
に
付
さ
れ
た
眞
諦
の
弟
子
、
慧
愷
（
五
一
八
〜
五
六
八
）
の
後
記
の
次
の

よ
う
な
記
述
で
あ
る
。

此
論
外
國
本
有
『
義
疏
』、
翻
得
兩
卷
。
三
藏
法
師
更
釋
本

。
慧
愷
注
記
、
又
得
兩
卷
。（『
大
乘
唯
識
論
』。
大
正

三
一
・
七
三
下
）

　

こ
の
『〔
大
乘
唯
識
〕
論
』
に
つ
い
て
は
外
國
に
も
と
も
と
『
義
疏
』
が
あ
っ
た
の
で
、〔
三
藏
法
師
は
そ
の
『
義
疏
』
を
〕

翻
譯
し
て
二
卷
を
得
た
。
三
藏
法
師
は
あ
ら
た
め
て
本

を
解
釋
し
、
慧
愷
が
そ
れ
を
注
記
し
て
、
さ
ら
に
二
卷
を
得
た
。

　

こ
こ
で
は
眞
諦
が
天
親
『
大
乘
唯
識
論
』
に
對
す
る
外
國
（
イ
ン
ド
）
の
『
義
疏
』
を
翻
譯
し
た
こ
と
や
、
慧
愷
が
『
大
乘
唯
識

論
』
に
對
す
る
眞
諦
の
解
釋
を
注
記
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、こ
の
『
義
疏
』
は
瞿
波
（*G

opa

）
と
い
う
人
物
の
著
作
で
あ
っ
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た
こ
と
が
永
超
（
一
〇
一
四
〜
一
〇
九
六
）『
東
域
傳
燈
目
錄
』
所
引
の
圓
測
（
六
一
三
〜
六
九
六
）『
成
唯
識
論
疏
』（
散
逸
）
に
よ
っ

て
知
ら
れ
る）

3
（

。『
東
域
傳
燈
目
錄
』
が
『
唯
識
二
十
論
』
の
註
釋
類
を
列
擧
す
る
際
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

『
唯
識
論
疏
』
一
卷
〈
西
明
『
疏
』
云
、
二
卷
、
眞
諦
三
藏
撰
。
案
西
明
云
、
瞿
波
論
師
『
義
疏
』
二
卷
、
眞
諦
譯
。
可
入
論
部
。

但
未
度
歟
。
前
論
古
本
又
有
菩
提
留
支
『
記
』〉。（
永
超
『
東
域
傳
燈
目
錄
』。
大
正
五
五
・
一
一
五
七
下
）

　
『
唯
識
論
疏
』
一
卷
〈
西
明
〔
寺
圓
測
〕
の
『〔
成
唯
識
論
〕
疏
』
は
、二
卷
で
、眞
諦
三
藏
撰
と
言
っ
て
い
る
。
西
明
〔
寺

圓
測
〕
を
勘
案
す
る
に
、
瞿
波
論
師
『
義
疏
』
二
卷
で
、
眞
諦
譯
と
言
っ
て
い
る
。〔
も
し
『
義
疏
』
な
ら
ば
〕
論
部
に
入

れ
る
の
が
よ
い
。
た
だ
し
、
い
ま
だ
〔
日
本
に
〕
渡
來
し
て
い
な
い
か
。
前
論
（
＝
般
若
流
支
譯
『
唯
識
論
』）
の
古
い
テ

キ
ス
ト
に
は
さ
ら
に
菩
提
留
支
の
『
記
』
が
あ
る
〉。

　

お
そ
ら
く
、
永
超
は
先
行
す
る
何
ら
か
の
情
報
源
（
經
錄
か
）
に
よ
っ
て
『
東
域
傳
燈
目
錄
』
の
う
ち
に
『
唯
識
論
疏
』
一
卷
を

記
載
し
、
か
つ
、
そ
の
『
唯
識
論
疏
』
一
卷
が
圓
測
『
成
唯
識
論
疏
』
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
瞿
波
『
義
疏
』
二
卷
と
眞
諦
『
疏
』

二
卷
と
の
い
ず
れ
か
に
該
當
す
る
と
推
測
し
た
の
で
あ
る
。

　

瞿
波
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
玄
奘
門
下
の
基
（
六
三
二
〜
六
八
二
）
に
よ
っ
て
、
世
親
（
天

親
）
の
弟
子
で
あ
っ
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
。

西
域
註
釋
、
數
十
餘
家
。
根
本
卽
有
世
親
弟
子
瞿
波
論
師
。（
基
『
唯
識
二
十
論
述
記
』
卷
上
。
大
正
四
三
・
九
七
八
下
）

　
〔『
唯
識
二
十
論
』
に
對
す
る
〕
西
方
の
註
釋
家
に
つ
い
て
は
十
餘
家
を
數
え
る）

4
（

。
根
本
と
し
て
世
親
の
弟
子
瞿
波
論
師
が

い
る
。



眞諦譯の瞿波『大乘唯識論義疏』（散逸）をめぐって

187

　

こ
こ
ま
で
で
判
っ
た
の
は
、
眞
諦
譯
の
天
親
『
大
乘
唯
識
論
』
が
同
じ
く
眞
諦
譯
の
瞿
波
『
義
疏
』
二
卷
を
伴
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
『
義
疏
』
は
現
存
し
て
い
な
い
。
筆
者
は
、
隋
の
佛
敎

獻
に
お
い
て
天
親
の
著
作
と
し
て
引
用
さ
れ
る
未
知

の
『
唯
識
論
』
は
天
親
『
大
乘
唯
識
論
』
に
對
す
る
瞿
波
『
義
疏
』
を
指
す
の
で
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、

こ
の
推
測
の
裏
づ
け
を
兼
ね
て
、
唐
の
佛
敎

獻
に
お
い
て
引
用
さ
れ
る
瞿
波
の
佚

を
收
集
し
て
み
た
い
。

二　

瞿
波
『
二
十
唯
識
釋
』
佚

　

筆
者
の
推
測
は
、
先
の
佚

②
Ａ
や
②
Ｂ
と
ほ
ぼ
同
じ
內
容
の
佚

が
瞿
波
『
二
十
唯
識
釋
』
の
佚

と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
る
。
眞
諦
譯
『
大
乘
唯
識
論
』
の

「
於
大
乘
中
、
立
三
界
唯
有
識
」（
大
正
三
一
・
七
〇
下
。
梵

缺
落
箇

所
）
の
う
ち
「
大
乘
」
に
對
す
る
瞿
波
『
二
十
唯
識
釋
』
の
佚

を
見
て
み
た
い
。

③　

如
瞿
婆
（
波
？
）
論
師
『
二
十
唯
識
釋
』
中
說
云
。〝
依
『
大
品
經
』、
乘
有
三
種
。
一
性
、
二
隨
、
三
德
（
得
？
）。
性
謂
眞

如
。
隨
卽
六
度
。
德
（
得
？
）
謂
四
德
。
依
性
起
隨
、
由
隨
得
果
。〞（〔
圓
測）

5
（

〕『
無
量
義
經
疏
』
卷
一
。
天
全
一
九
・
一
二
下
）

　

瞿
波
論
師
の
『
二
十
唯
識
釋
』
に
お
い
て
〝『
大
品
經）

6
（

』
に
よ
れ
ば
、
乘
は
三
種
類
あ
る
。
第
一
に
性
、
第
二
に
隨
、
第

三
に
得
で
あ
る
。
性
と
は
眞
如
で
あ
る
。
隨
と
は
六
波
羅
蜜
多
で
あ
る
。
得
と
は
〔
常
と
樂
と
我
と
淨
と
の
〕
四
德
で
あ
る
。

性
に
よ
っ
て
隨
を
起
こ
し
、
隨
に
よ
っ
て
果
を
得
る
の
で
あ
る
〞
と
說
か
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
の
佚

を
前
揭
の
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
の

と
比

す
る
な
ら
ば
、
明
ら
か
な
相
似
性
が
認
め
ら
れ
る
（
和
譯
に
つ
い
て

は
前
揭
の
と
お
り
）。
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『
摩
訶
般
若
經
』
說
。
乘
有
三
義
。
一
性
義
、二
行
義
、三
果
義
。
二
空
所
顯
三
無
性
眞
如
名
性
。
由
此
性
、修
十
度
十
地
名
行
。

由
修
此
行
、
究
竟
證
得
常
樂
我
淨
四
德
名
果
。（『
攝
大
乘
論
釋
』
卷
十
五
。
大
正
三
一
・
二
六
四
下
）

大
乘
有
三
義
。
一
性
、
二
隨
、
三
得
。
性
卽
三
無
性
。
隨
卽
福
德
智
慧
行
所
攝
十
地
十
波
羅
蜜
、
隨
順
無
性
。
得
卽
所
得
四
德

果
。（『
攝
大
乘
論
釋
』
卷
十
一
。
大
正
三
一
・
二
三
四
下
）

　

と
り
わ
け
、〔
常
と
樂
と
我
と
淨
と
の
〕「
四
德
」
と
い
う
表
現
は
、
眞
諦
譯
の
三

獻
、『
佛
說
無
上
依
經
』（
大
正
一
六
・

四
七
一
下
、
四
七
二
上
）『
攝
大
乘
論
釋
』（
大
正
三
一
・
一
五
五
中
、
一
七
四
上
、
一
九
六
下
、
二
〇
九
中
、
二
一
四
上
、
二
三
四
下
、

二
三
五
中
、
二
四
一
下
、
二
四
八
中
、
二
五
八
上
、
二
五
八
下
、
二
六
四
上
、
二
六
四
下
）『
佛
性
論
』（
大
正
三
一
・
七
九
六
中
、

七
九
七
上
、
七
九
八
上
〜
七
九
九
中
、
八
〇
三
上
、
八
〇
六
上
中
下
）
の
う
ち
に
し
か
現
わ
れ
な
い
表
現
で
あ
り
、
こ
の
瞿
波
『
二
十

唯
識
釋
』
が
眞
諦
譯
の
瞿
波
『
義
疏
』
を
指
す
こ
と
の
裏
づ
け
と
な
り
得
る
。

　

續
い
て
、
先
の
眞
諦
譯
『
大
乘
唯
識
論
』
の

「
於
大
乘
中
、
立
三
界
唯
有
識
」（
大
正
三
一
・
七
〇
下
）
の
う
ち
「
唯
有
識
」
に

對
す
る
瞿
波
『
二
十
唯
識
釋
』
の
佚

を
見
て
み
た
い
。

④　

言
「
唯
識
」
者
、瞿
波
師
說
。〝
以
有
三
德
、故
今
安
立
。
一
本
有
德
。
本
性
淨
故
。
意
說
識
性
。
二
中
有
德
。
卽
依
唯
識
、

修
行
萬
行
、
三
劫
能
斷
皮
肉
膚
（
肉
膚
↓
膚
肉
？
）
等
所
有
麁
重
。
三
未
有
德
。
卽
至
佛
位
、
福
智
圓
明
。〞（
基
『
唯
識
二
十
論

述
記
』
卷
上
。
大
正
四
三
・
九
八
〇
下
）

　
「
唯
識
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
瞿
波
師
は
〝
三
德
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
、〔
三
界
唯
識
を
〕
安
立
す
る
。

第
一
に
は
、
も
と
か
ら
あ
る
德
で
あ
る
。
本
性
と
し
て
淸
淨
だ
か
ら
で
あ
る
。
識
の
本
性
を
說
く
の
が
そ
の
意
圖
で
あ
る
。
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第
二
に
は
、
中
ご
ろ
に
あ
る
德
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
唯
識
に
依
據
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
行
を
修
行
し
、
三
阿
僧
祇
劫
を
か
け

て
皮
（* tvag-gata

）
と
膚
（* phalgu-gata

）
と
肉
（* sāra-gata

）
と
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
麁
重
（* dauṣṭhulya

）
を
斷
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。
第
三
に
は
、未
だ
あ
ら
ざ
る
德
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、佛
位
に
至
っ
た
な
ら
ば
、福
と
智
と
が
完
全
に
は
っ

き
り
す
る
〞
と
說
い
て
い
る

⑤
Ａ　

瞿
波
釋
云
。〝
此
中
「
唯
」
言
、爲
顯
勝
義
、不
爲
顯
能
（
原
本
作
「
餘
」）
義
。
以
三
界
中
心
最
勝
故
。
如
『
經
』
說
言
「
道

唯
護
根
。
戒
名
沙
門
」
等
。
由
識
故
三
界
生
、
故
名
勝
。〞
遂
引
頌
言
、「
諸
法
心
爲
先
、
爲
勝
及
爲
顯
、
若
人
起
淨
心
、
說
言

及
作
事
、
樂
從
三
善
生
、
隨
逐
猶
如
影
」「
諸
法
心
爲
先
、
爲
勝
及
爲
顯
、
若
人
起
染
心
、
說
言
及
作
事
、
苦
從
三
惡
生
、
如

輪
隨
牛
脚
」。（
基
『
唯
識
二
十
論
述
記
』
卷
上
。
大
正
四
三
・
九
八
二
上
）

　

瞿
波
は
註
釋
し
て
〝
こ
こ
で
は
、「
唯
」
と
い
う
語
は
、
勝
れ
て
い
る
（* śreṣṭha

）
と
い
う
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
あ
る
が
、
他
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
は
な
い
。
三
界
に
お
い
て
心
は
最
も
勝
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
經
』

に
お
い
て
「
道
は
唯
だ
根
律
儀
（* indriya-saṃ

vara

）
の
み
で
あ
る
。〔
唯
だ
〕
戒
〔
の
み
〕
が
沙
門
と
呼
ば
れ
る
」*

な

ど
と
說
か
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
識
に
よ
っ
て
三
界
が
生
ず
る
ゆ
え
に
、
勝
れ
て
い
る
と
呼
ば
れ
る
〞
と
言
い
、
す
ぐ

さ
ま
「
諸
法
は
意
を
先
行
と
し
、意
を
勝
れ
て
い
る
も
の
と
し
、意
を
逸
早
き
も
の
と
す
る
。
淨
ら
か
な
意
に
よ
っ
て
、語
っ

た
り
、
ふ
る
ま
っ
た
り
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
（
＝
淨
ら
か
な
身
・
口
・
意
の
三
業
）
か
ら
彼
に
樂
が
つ
き
從
う
。
影
が
從
い

ゆ
く
よ
う
に
」**

「
諸
法
は
意
を
先
行
と
し
、意
を
勝
れ
て
い
る
も
の
と
し
、意
を
逸
早
き
も
の
と
す
る
。
汚
れ
た
意
に
よ
っ

て
、
語
っ
た
り
、
ふ
る
ま
っ
た
り
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
（
＝
汚
れ
た
身
・
口
・
意
の
三
業
）
か
ら
彼
に
苦
が
つ
き
從
う
。
車

輪
が
牛
の
足
跡
に
從
い
ゆ
く
よ
う
に
」***

と
い
う
頌
を
引
用
し
て
い
る
。

* 

出
典
未
詳
。C

f. śīlam
 eva ca bhikṣu-karakaṃ

 bhikṣuḥ syāt.

（A
K

B
h 217,  3

）　

眞
諦
譯
『
阿
毘
逹
磨
俱
舍
釋
論
』
卷
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十
一
「
唯
戒
能
成
比
丘
。
是
故
戒
是
比
丘
」（
大
正
二
九
・
二
三
三
下
）

** U
dānavarga X

X
X

I.24:

m
anaḥpūrvaṃ

gam
ā dharm

ā m
anaḥśreṣṭhā m

anojavāḥ |

m
anasā hi prasannena bhāṣate vā karoti vā |

tatas taṃ
 sukham

 anveti chāyā vā hy anugām
inī ||

*** U
dānavarga X

X
X

I.23:

m
anaḥpūrvaṃ

gam
ā dharm

ā m
anaḥśreṣṭhā m

anojavāḥ |

m
anasā hi praduṣṭena bhāṣate vā karoti vā ||

tatas taṃ
 duḥkham

 anveti cakraṃ
 vā vahataḥ padam

 ||

⑤
Ｂ　

瞿
波
論
師
『
二
十
唯
識
釋
』
云
。〝
此
說
「
唯
識
」、
但
擧
主
勝
。〞（
基
『
大
乘
法
苑
義
林
章
』
卷
一
。
大
正
四
五
・

二
六
〇
上
）

　

瞿
波
論
師
の
『
二
十
唯
識
釋
』
は
〝
こ
こ
で
「
唯
識
」
と
說
く
の
は
、
た
だ
主
た
る
勝
れ
て
い
る
も
の
を
擧
げ
る
の
み
で

あ
る
〞
と
言
っ
て
い
る
。

　

と
り
わ
け
、
佚

④
の
三
德
が
佚

③
の
乘
の
三
種
類
と
類
似
す
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

　

續
い
て
、
眞
諦
譯
『
大
乘
唯
識
論
』
の

「
實
無
有
外
塵
、
似
塵
識
生
故
、
猶
如

眼
人
、
見
毛
二
月
等
」（
大
正
三
一
・
七
〇
下
。

梵

の
譯
「
こ
れ
は
唯
識
に
他
な
ら
な
い
。
非
實
な
る
對
象
の
顯
現
だ
か
ら
で
あ
る
。
あ
た
か
も
眼
病
の
者
に
は
非
實
な
る
毛
〔
の

塊
ま
り
〕
や
〔
二
つ
め
の
〕
月
な
ど
を
見
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
」。vijñaptim

ātram
 evedam

 asadarthāvabhāsanāt | yadvat 
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 taim
irikasyāsatkeśacandrādidarśaṇam

 [corr. keśacandra : keśoṇḍuk

）
7
（a ] ||

）
に
對
す
る
瞿
波
『
二
十
唯
識
釋
』
の
佚

を
見
て
み

た
い
。⑥

Ａ　

又
第
二
月
、依
瞿
波
論
師
、略
有
二
解
。
一
解
云
。〝
唯
意
識
得
。〞
…
…
二
解
云
。〝
第
二
月
空
花
等
相
卽
眼
識
等
所
緣
。

於
中
執
實
等
、
方
是
意
識
。〞
若
依
此
義
、
空
花
等
色
便
無
本
質
、
亦
非
法
性
。
故
前
解
勝
。
護
法
同
前
。（
基
『
成
唯
識
論
述

記
』
卷
二
本
。
大
正
四
三
・
二
七
〇
中
）

　

さ
ら
に
、
二
つ
め
の
月
に
つ
い
て
は
、
瞿
波
論
師
に
よ
れ
ば
、
ま
と
め
て
二
つ
の
解
釋
が
あ
る
。
第
一
の
解
釋
は
〝
た
だ

意
識
の
み
が
〔
二
つ
め
の
月
を
〕
得
る
〞
と
言
っ
て
い
る
。
…
…
第
二
の
解
釋
は
〝
二
つ
め
の
月
や
、
虛
空
の
花
な
ど
の
相

は
眼
識
な
ど
の
所
緣
で
あ
る
。
そ
れ
（
＝
相
）
を
實
在
な
ど
と
執
著
す
る
に
至
っ
て
、〔
相
は
〕
よ
う
や
く
意
識
〔
の
所
緣
〕

で
あ
る
〞
と
言
っ
て
い
る
。
も
し
こ
の
〔
第
二
の
〕
主
張
に
つ
い
て
い
え
ば
、
虛
空
の
花
な
ど
と
い
う
色
は
本
質
（
＝
ア
ー

ラ
ヤ
識
の
相
分
）
を
持
た
な
い
し
、
法
體
で
な
い
〔
か
ら
眼
識
な
ど
の
所
緣
で
な
い
〕。
ゆ
え
に
前
の
解
釋
が
優
れ
て
い
る
。

護
法
は
前
に
同
ず
る
。

（
⑥
Ａ
の
參
考
）　

瞿
波
論
師
同
護
法
釋
。
以
眼
爲
門
、意
識
能
執
。
無
有
道
理
、五
識
緣
無
。
無
分
別
故
、一
向
緣
實
。
如
『
阿

毘
逹
磨
經
』
偈
中
說
、「
無
有
眼
等
識
、
不
緣
實
境
起
、
意
識
有
二
種
、
緣
實
不
實
境
」。（
基
『
唯
識
二
十
論
述
記
』
卷
上
。

大
正
四
三
・
九
八
三
上
）

　

瞿
波
論
師
は
護
法
の
解
釋
に
同
ず
る
。
眼
を
門
と
し
て
、
意
識
は
執
著
で
き
る
の
で
あ
る
。
五
識
が
無
を
緣
ず
る
と
い
う

道
理
は
な
い
。〔
五
識
は
〕
分
別
を
持
た
な
い
か
ら
、
一
向
に
實
在
を
緣
ず
る
。『
阿
毘
逹
磨
經
』
の
偈
に
お
い
て
「
實
在
の

境
を
緣
じ
て
生
じ
な
い
よ
う
な
眼
な
ど
の
識
は
な
い
。
意
識
は
二
種
類
で
あ
っ
て
、
實
在
と
非
實
在
と
の
境
を
緣
ず
る
」*
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と
說
か
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

* 『
阿
毘
逹
磨
經
』
は
現
存
せ
ず
、
こ
の
偈
を
含
む
十
二
の
佚

の
み
が
知
ら
れ
る）

8
（

。
現
在
の
と
こ
ろ
、
瞿
波
以
外
に
よ
る

こ
の
偈
の
引
用
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

⑥
Ｂ　

護
法
菩
薩
說
、
眼
等
識
緣
實
境
起
、
是
現
量
故
。
瞿
婆
（
波
？
）
論
師
『
十
二
（
十
二
↓
二
十
？
）
唯
識
梵
本
記
』
中
、
自

有
二
說
。
一
云
、〝
五
識
唯
緣
實
境
。
是
故
『
阿
毘
逹
磨
經
』
云
、「
無
有
眼
等
識
、
不
緣
實
境
起
、
意
識
有
二
種
、
緣
實
不
實

境
」。
故
知
五
識
唯
緣
實
境
。〞
一
云
、〝
五
識
亦
緣
不
實
。
是
故
『
經
』
云
、「
由
亂
眼
根
及
眼
識
、
引
亂
意
識
生
。
由
不
亂
眼

及
眼
識
、引
不
亂
意
識
」。
故
知
五
識
見
第
二
月
及
空
華
等
。〞（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
四
。
續
一
・
三
四
・
四
・
三
七
五
表
下
）

　

護
法
菩
薩
は
、
眼
な
ど
の
識
は
實
在
の
境
を
緣
じ
て
起
こ
る
の
で
あ
り
、〔
な
ぜ
な
ら
、
眼
な
ど
の
識
は
〕
直
接
知
覺
だ

か
ら
で
あ
る
、
と
說
い
て
い
る
。
瞿
波
論
師
の
『
二
十
唯
識
梵
本
記
』
の
う
ち
に
は
二
說
が
あ
る
。
一
つ
は
〝
五
識
は
た
だ

實
在
の
境
を
緣
ず
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
『
阿
毘
逹
磨
經
』
に
お
い
て
「
實
在
の
境
を
緣
じ
て
生
じ
な
い
よ
う
な
眼

な
ど
の
識
は
な
い
。
意
識
は
二
種
類
で
あ
っ
て
、
實
在
と
非
實
在
と
の
境
を
緣
ず
る
」*

と
言
わ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
五
識

は
た
だ
實
在
の
境
を
緣
ず
る
の
み
で
あ
る
と
わ
か
る
〞
と
言
っ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
〝
五
識
も
非
實
在
〔
の
境
〕
を
緣
ず

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
『
經
』
に
お
い
て
「
錯
亂
し
た
眼
根
と
眼
識
と
に
よ
っ
て
、
錯
亂
し
た
意
識
が
引
か
れ
て
生
ず
る
。
錯
亂

し
て
い
な
い
眼
と
眼
識
と
に
よ
っ
て
、
錯
亂
し
て
い
な
い
意
識
が
引
か
れ
〔
て
生
ず
〕
る
」**

と
言
わ
れ
て
い
る
。
ゆ
え

に
五
識
は
二
つ
め
の
月
や
虛
空
の
花
な
ど
を
見
る
と
わ
か
る
〞
と
言
っ
て
い
る
。

* 

前
出
。

** 

出
典
未
詳
。
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佚

⑥
Ｂ
に
つ
い
て
興
味
ぶ
か
い
の
は
、『
二
十
唯
識
梵
本
記
』
と
い
う
言
い
か
た
で
あ
る
。
瞿
波
『
二
十
唯
識
釋
』
は
眞
諦
譯

と
し
て
だ
け
で
な
く
、〔
玄
奘
が
も
た
ら
し
た
〕
梵
本
と
し
て
も
玄
奘
の
弟
子
（
た
ち
）
に
知
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

續
い
て
、
眞
諦
譯
『
大
乘
唯
識
論
』
の

「
猶
如
鬼
神
等
心
變
異
故
、
令
他
或
失
念
、
或
得
夢
、
或
著
鬼
等
、
諸
變
異
得
成
」（
大

正
三
一
・
七
三
中
。
梵

の
譯
「
ま
さ
に
、た
と
え
ば
鬼
神
な
ど
の
意
の
力
ゆ
え
に
他
者
た
ち
に
記
憶
の
喪
失
や
、夢
を
見
る
こ
と
や
、

鬼
神
の
憑
依
と
い
っ
た
諸
變
異
が
あ
る
と
お
り
で
あ
る
」。yathā hi piśācādi-m

ano-vaśād anyeṣāṃ
 sm

ṛti-lopa-svapna-darśana-

bhūta-grahāveśavikārā bhavanti. V
V

 10, 5-6

）
に
對
す
る
瞿
波
『
二
十
唯
識
釋
』
の
佚

を
見
て
み
た
い
。

⑦　
「
如
鬼
等
」
者
、
瞿
波
解
云
。〝「
等
」
取
天
神
・
龍
神
・
犍
逹
縛
・
夜

神
・
仙
人
等
、
及
如
胎
中
子
、
由
母
憂
惱
、
子

心
變
異
、
或
生
或
死
、
或
子
起
欲
樂
、
母
隨
子
欲
得
夢
。〞（
基
『
唯
識
二
十
論
述
記
』
卷
下
。
大
正
四
三
・
一
〇
〇
三
中
）

　
「
鬼
神
な
ど
〔
…
…
〕
の
よ
う
に
」
と
あ
る
の
に
つ
い
て
、
瞿
波
は
解
說
し
て
〝「
な
ど
」
と
い
う
の
は
天
神
・
龍
神
・
犍

逹
縛
・
夜

神
・
仙
人
な
ど
、
さ
ら
に
、
た
と
え
ば
母
胎
の
中
の
子
に
つ
い
て
、
母
の
憂
惱
に
よ
っ
て
子
の
心
が
變
異
し
、

生
き
た
り
死
ん
だ
り
す
る
こ
と
や
、子
が
欲
を
起
こ
し
て
、母
が
子
の
欲
に
隨
っ
て
夢
を
見
た
り
す
る
こ
と
を
含
む
〞
と
言
っ

て
い
る
。

　

最
後
に
、
ど
こ
に
對
す
る
か
判
ら
な
い
佚

を
見
て
終
わ
り
と
し
た
い
。

⑧
Ａ　

瞿
波
論
師
云
。〝
三
業
禮
者
、欲
顯
大
師
有
天
眼
故
以
身
業
禮
、有
天
耳
故
以
語
業
禮
、有
他
心
故
以
意
業
禮
。〞（
基
『
成

唯
識
論
述
記
』
卷
一
本
。
大
正
四
三
・
二
三
二
中
）

　

瞿
波
論
師
は
〝
三
業
に
よ
っ
て
敬
禮
す
る
と
は
、
大
師
が
天
眼
を
お
持
ち
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
願
う
ゆ
え
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に
、
身
業
に
よ
っ
て
敬
禮
し
、
天
耳
を
お
持
ち
で
あ
る
〔
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
願
う
〕
ゆ
え
に
、
語
業
に
よ
っ
て
敬

禮
し
、
他
心
智
を
お
持
ち
で
あ
る
〔
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
願
う
〕
ゆ
え
に
、
意
業
に
よ
っ
て
敬
禮
す
る
〞
と
言
っ
て

い
る
。

⑧
Ｂ　

瞿
波
論
師
『
二
十
唯
識
釋
』
云
。〝
欲
顯
大
師
有
天
眼
故
以
身
業
禮
、有
天
耳
故
以
語
業
禮
、有
他
心
故
以
意
業
禮
。〞（
基

『
大
乘
法
苑
義
林
章
』
卷
四
。
大
正
四
五
・
三
一
六
下
）

　

瞿
波
論
師
の
『
二
十
唯
識
釋
』
は
〝
大
師
が
天
眼
を
お
持
ち
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
願
う
ゆ
え
に
、
身
業
に

よ
っ
て
敬
禮
し
、
天
耳
を
お
持
ち
で
あ
る
〔
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
願
う
〕
ゆ
え
に
、
語
業
に
よ
っ
て
敬
禮
し
、
他
心

智
を
お
持
ち
で
あ
る
〔
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
願
う
〕
ゆ
え
に
、
意
業
に
よ
っ
て
敬
禮
す
る
〞
と
言
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

か
つ
て
南
北
朝
に
お
い
て
存
在
し
た
眞
諦
譯
の
幾
つ
か
が
現
在
散
逸
し
て
い
る
こ
と
は
、『
歷
代
三
寶
紀
』
な
ど
の
眞
諦
譯
リ
ス

ト
と
、
現
在
の
大
藏
經
と
を
比

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
瞿
波
『
義
疏
』
は
『
歷
代
三
寶
紀
』
な
ど
の

眞
諦
譯
リ
ス
ト
の
う
ち
に
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

小
稿
に
お
い
て
は
、
散
逸
し
た
眞
諦
譯
の
瞿
波
『
義
疏
』
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
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略
號

A
K

B
h: A

bhidharm
akośabhāṣya, ed. by Pralhad Pradhan (2nd. ed.), Patna 1975.

B
oB

h: B
odhisattvabhūm

i, ed. by N
alinaksha D

utt, Patna 1966.

M
AV

Ṭ: M
adhyāntavibhāgaṭīkā, ed. by Susum

u Yam
aguchi, N

agoya 1934.

PV
SPP: P

añcaviṃ
śatisāhasrikā P

rajñāpāram
itā, ed. by N

alinaksha D
utt, C

alcutta 1934.

V
V

: Viṃ
śatikā Vijñaptim

ātratāsiddhiḥ, ed. by Sylvain Lévi, Paris 1925.

續
：
續
藏
經
。

大
正
：
大
正
新
脩
大
藏
經
。

天
全
：
天
台
宗
全
書
。

先
行
硏
究

宇
井
伯
壽
（
一
九
三
〇
）『
印
度
哲
學
硏
究
第
六
』
甲
子
社
書
房
。

宇
井
伯
壽
（
一
九
五
三
）『
四
譯
對
照
唯
識
二
十
論
硏
究
』
岩
波
書
店
。

橘
川
智
昭
（
二
〇
〇
八
）「
圓
測
新
資
料
・
完
本
『
無
量
義
經
疏
』
と
そ
の
思
想
」『
불
교
학
리
뷰C

ritical R
eview

 for B
uddhist Studies

』
四
。

高
田
仁
覺
（
一
九
五
三
）「『
阿
毘
逹
磨
大
乘
經
』
に
つ
い
て
」『
密
敎

化
』
二
六
。

Sylvain Lévi (1932) M
atériaux pour l’étude du systèm

e vijñaptim
ātra, Paris.
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注

（
1
） 
そ
の
こ
と
は
普
寂
『
成
唯
識
論
略
疏
』
卷
一
（
大
正
六
八
・
三
上
）
に
お
い
て
最
初
に
指
摘
さ
れ
、
普
寂
は
こ
の
未
知
の
『
唯
識
論
』
を
『
成

唯
識
論
』
の
異
譯
と
見
な
し
た
。
普
寂
の
指
摘
に
基
づ
い
て
、宇
井
伯
壽
（
一
九
三
〇
、一
〇
九
〜
一
一
四
頁
）
は
小
稿
に
お
け
る
佚

②
Ａ
、

②
Ｂ
、
②
Ｃ
の
他
、
慧
遠
『
大
乘
義
章
』
に
お
い
て
二
度
引
用
さ
れ
る
次
の
よ
う
な

を
こ
の
未
知
の
『
唯
識
論
』
の
佚

と
し
て
擧
げ
た
。

故
『
唯
識
論
』
言
。〝
爲
破
外
道
著
我
我
所
、
故
說
色
等
一
切
法
空
。
非
離
言
說
如
實
境
空
。
如
實
境
者
、
諸
佛
如
來
所
行
之
處
、
唯
有
藏

識
、
更
無
餘
識
。〞（『
大
乘
義
章
』
卷
三
。
大
正
四
四
・
五
四
〇
上
）

 

　

ゆ
え
に
『
唯
識
論
』
は
言
う
。〝
外
道
が
我
と
我
所
と
に
執
著
す
る
の
を
打
破
す
る
た
め
に
、
色
な
ど
と
い
う
あ
ら
ゆ
る
法
の
空
な
る

こ
と
を
說
く
。
言
語
を
離
れ
た
如
實
境
ま
で
が
空
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
如
實
境
と
は
、
諸
佛
如
來
の
所
行
の
處
に
は
た
だ

藏
識
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
あ
ら
た
め
て
他
の
識
は
な
い
の
で
あ
る
。〞

故
『
唯
識
論
』
言
。〝
諸
佛
如
來
所
行
之
處
、
唯
有
藏
識
、
更
無
餘
識
。〞（『
大
乘
義
章
』
卷
十
九
。
大
正
四
四
・
八
三
九
中
）

 

　

ゆ
え
に
『
唯
識
論
』
は
言
う
。〝
諸
佛
如
來
の
所
行
の
處
に
は
た
だ
藏
識
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、あ
ら
た
め
て
他
の
識
は
な
い
の
で
あ
る
。〞

 

た
だ
し
、『
大
乘
義
章
』
に
お
い
て
引
用
さ
れ
る

は
實
の
と
こ
ろ
般
若
流
支
譯
『
唯
識
論
』
の
次
の
よ
う
な

の
取
意
に
他
な
ら
な
い
。

爲
欲
遮
彼
虛
妄
分
別
、
故
說
色
等
一
切
諸
法
畢
竟
空
無
。
非
無
言
處
皆
悉
空
無
。
無
言
處
者
、
所
謂
諸
佛
如
來
行
處
。
如
是
唯
有
眞
識
、

更
無
餘
識
不
能
如
是
分
別
觀
察
入
於
識
空
。
如
是
依
識
說
入
一
切
諸
法
無
我
。
非
謂
一
向
謗
眞
識
我
說
言
無
有
佛
性
實
識
。（
大
正

三
一
・
六
七
上
）

 

　

彼
の
虛
妄
分
別
を
否
認
す
る
た
め
に
、
色
な
ど
と
い
う
あ
ら
ゆ
る
諸
法
が
結
局
空
無
で
あ
る
こ
と
を
說
く
。
言
語
を
離
れ
た
處
が
す

べ
て
空
無
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
言
語
を
離
れ
た
處
と
は
、
す
な
わ
ち
、
諸
佛
如
來
の
所
行
の
處
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

た
だ
眞
識
の
み
が
あ
り
、
あ
ら
た
め
て
、
こ
の
よ
う
な
分
別
觀
察
に
よ
っ
て
識
の
空
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
、
他
の
識
は
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
識
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
諸
法
の
無
我
に
入
る
こ
と
を
說
く
。
一
向
に
眞
識
の
我
を
謗
っ
て
、
佛
性
實

識
が
な
い
こ
と
を
說
く
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
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yo bālair dharm
āṇāṃ

 svabhāvo grāhyagrāhakādiḥ parikalpitas tena kalpitenātm
anā teṣāṃ

 nairātm
yam

, na tv anabhilāpyenātm
anā 

yo buddhānāṃ
 viṣaya iti. evaṃ

 vijñaptim
ātrasyāpi vijñapty-antara-parikalpitenātm

anā nairātm
ya-praveśāt vijñapti-m

ātra-

vyavasthāpanayā sarva-dharm
āṇāṃ

 nairātm
ya-praveśo bhavati, na tu tad-astitvāpavādāt.

（V
V

 6, 17-21

）

 
　

愚
者
た
ち
に
よ
っ
て
遍
計
執
さ
れ
た
所
取
・
能
取
な
ど
と
い
う
自
性
な
る
も
の
、
そ
の
執
さ
れ
た
あ
り
か
た
（〝
我
〞）
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ら
（
＝
諸
法
）
の
無
我
が
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
諸
佛
の
境
な
る
も
の
と
い
う
、
離
言
の
あ
り
か
た
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
そ

れ
と
同
樣
に
、
唯
識
に
つ
い
て
も
、
別
の
識
に
よ
っ
て
執
さ
れ
た
あ
り
か
た
（〝
我
〞）
に
よ
っ
て
、〔
諸
法
の
〕
無
我
に
入
る
ゆ
え
に
、

唯
識
の
安
立
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
諸
法
の
無
我
に
入
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
（
＝
諸
法
）
の
有
を
損
減
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
で
は
な
い
。

 

　

自
身
も
そ
の
こ
と
に
氣
づ
い
た
ら
し
い
宇
井
伯
壽
（
一
九
五
三
、一
四
七
頁
）
は
、
般
若
流
支
譯
『
唯
識
論
』
の

案
の

に
つ
い
て
、

十
八
年
後
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
こ
こ
の

は
、
慧
遠
の
大
乘
義
章
に
、
諸
佛
所
行
處
、
唯
有
眞
識
、
更
無
餘
識
と
引
用
せ
ら
れ
て

居
る
も
の
で
あ
つ
て
、
學
者
に
よ
つ
て
注
意
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
然
し
、
慧
遠
の
引
用
が
現
漢

と
一
致
し
な
い
の
は
奇

で
あ
る
」。

（
2
） 

乘
本
・
乘
行
・
乘
攝
・
乘
障
・
乘
果
を
說
く
こ
の
『
中
邊
分
別
論
』
の

は
現
行
の
同
論
の
う
ち
に
な
い
。
宇
井
伯
壽
（
一
九
三
五
、一
一
一

頁
）
は
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
卷
十
五
に
お
い
て
引
用
さ
れ
る
次
の
よ
う
な

の
取
意
と
推
定
し
た
。

又
『
中
邊
論
』
說
。
乘
有
五
義
。
一
出
離
爲
體
。
謂
眞
如
。
二
福
慧
爲
因
。
能
引
出
故
。
三
衆
生
爲
攝
。
如
根
性
攝
、
令
至
果
故
。
四
無

上
菩
提
爲
果
。
行
究
竟
、
至
此
果
故
。
五
三
惑
爲
障
。
除
此
三
惑
、
前
四
義
成
故
。（『
攝
大
乘
論
釋
』
卷
十
五
。
大
正
三
一
・
二
六
四
下
〜

二
六
五
上
）

 

　

さ
ら
に
『
中
邊
論
』
に
お
い
て
說
か
れ
て
い
る
。
乘
は
五
つ
の
內
容
を
持
つ
。
第
一
に
〔
四
謗
か
ら
の
〕
出
離
が
體
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
眞
如
で
あ
る
。
第
二
に
福
と
智
と
が
因
で
あ
る
。〔
果
を
〕引
出
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
に
衆
生
が
攝
取
の
對
象
で
あ
る
。〔
衆

生
を
〕
機
根
の
と
お
り
に
攝
取
し
、
果
に
至
ら
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
四
に
無
上
菩
提
が
果
で
あ
る
。
行
が
究
竟
し
、
こ
の
果
に
至
る

か
ら
で
あ
る
。
第
五
に
〔
皮
・
肉
・
心
の
〕
三
惑
が
障
で
あ
る
。
こ
の
三
惑
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
の
四
つ
の
內
容
が
成
立
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す
る
か
ら
で
あ
る
。

（
3
） 
こ
の
こ
と
は
宇
井
伯
壽
（
一
九
三
〇
、二
九
頁
）
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
4
） 
護
法
（D

harm
apāla

）
とV

inītadeva

と
の
註
釋
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
他
に
慧
沼
（
六
四
八
―
七
一
四
）

は
安
惠
（Sthiram

ati

）
の
註
釋
が
あ
っ
た
こ
と
を
傳
え
て
い
る
。

若
准
安
惠
『
二
十
唯
識
論
釋
』、
十
地
菩
薩
無
漏
亦
有
。（『
成
唯
識
論
了
義
燈
』
卷
六
末
。
大
正
四
三
・
七
八
六
上
）

 

も
し
安
惠
『
二
十
唯
識
論
釋
』
に
よ
る
な
ら
ば
、
十
地
の
菩
薩
の
無
漏
に
お
い
て
も
〔
執
が
〕
や
は
り
あ
る
。

 

　

こ
の
情
報
を
信
賴
し
て
よ
い
か
判
ら
な
い
が
、
現
存
す
る
安
惠
『
中
邊
分
別
論
釋
疏
』（M

AV
Ṭ 229, 23-230,  1

）
が
無
分
別
智
に
つ
い
て

「
無
分
別
性
に
よ
っ
て
智
の
安
立
が
あ
る
。
能
取
だ
か
ら
で
あ
る
」（avikalpanatayā jñāna-vyavasthānam

, grāhakatvāt

）
と
述
べ
、
無
分

別
智
（
＝
無
漏
智
）
を
能
取
と
表
現
す
る
こ
と
は
こ
の
安
惠
『
二
十
唯
識
論
釋
』
が
「
十
地
の
菩
薩
の
無
漏
に
お
い
て
も
〔
執
が
〕
や
は
り

あ
る
」
と
主
張
す
る
こ
と
と
符
合
す
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、慧
沼
は
藏
譯
と
し
て
現
存
す
る
安
惠
『
俱
舍
釋
』
に
言
及
し
て
も
い
る
（『
成

唯
識
論
了
義
燈
』
卷
二
本
。
大
正
四
三
・
六
九
一
下
）。
し
た
が
っ
て
、
安
惠
『
二
十
唯
識
論
釋
』
が
イ
ン
ド
に
存
在
し
た
こ
と
を
否
定
し
去

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
5
） 

橘
川
智
昭
（
二
〇
〇
八
）
を
見
よ
。

（
6
） 

現
實
の
『
大
品
經
』（
鳩
摩
羅
什
譯
『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
經
』）
は
乘
を
三
種
類
に
分
か
つ
こ
と
を
明
確
に
は
說
い
て
い
な
い
。
明
確
に
說
か

れ
て
い
る
の
は
三
種
類
の
う
ち
第
二
の
「
隨
」
く
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。

須
菩
提
、
六
波
羅
蜜
是
菩
薩
摩
訶
薩
摩
訶
衍
。（『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
經
』
卷
五
。
大
正
八
・
二
五
〇
上
）

ṣaṭpāram
itāḥ Subhūte bodhisattvasya m

ahāsattvasya m
ahāyānam

.

（PV
SPP 194, 7-8

）

 

ス
ブ
ー
テ
ィ
よ
、
六
波
羅
蜜
多
は
菩
薩
摩
訶
薩
の
大
乘
で
あ
る
。

 

こ
れ
は
「
隨
と
は
六
波
羅
蜜
多
で
あ
る
」
と
い
う
瞿
波
の
說
明
に
あ
た
る
。

（
7
） Sylvain Lévi (1932, p.44, n.1).

（
8
） 『
阿
毘
逹
磨
經
』
の
佚

は
高
田
仁
覺
（
一
九
五
三
）
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
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眞
諦
撰
『
攝
大
乘
論
義
疏
』
佚

に
見
る
「
佛
子
」
と
し
て
の

大
乘
菩
薩
に
つ
い
て
の
眞
諦
說

室　

寺　

義　

仁

は
じ
め
に

　

眞
諦
（Param

ārtha, 

四
九
九
〜
五
六
九
年
）
は
『
攝
大
乘
論
』
竝
び
に
『
攝
大
乘
論
釋
』（
世
親
釋
）
を
譯
出
し
、
併
せ
て
『
攝

大
乘
論
義
疏
』
を
撰
述
し
た
と
い
う
。
こ
の
事
實
を
今
に
傳
え
る
根
本
資
料
は
、
眞
諦
が
在
世
し
た
當
時
の
弟
子
、
慧
愷
（
五
一
八

〜
五
六
八
年
）
が
西
曆
五
六
四
年
に
錄
し
た
「
攝
大
乘
論
序）

1
（

」 

で
あ
る
。
慧
愷
は
、「（
前
略
）
癸
未
の
年
（
陳
の
天
嘉
四
年
、
西
曆

五
六
三
年
）
三
月
、
廣
州
の
制
旨
寺
で
、
翻
譯
が
始
め
ら
れ
た
。
…
（
中
略
）
… 

愷
（
わ
た
し
）
は
謹
ん
で
筆
受
し
、
譯
出
す
る

に
隨
っ
て
書
き
取
り
、
一
章
一
句
、
充
分
に
調
べ
を
盡
く
し
、
意
味
の
解
釋
が
終
る
や
、
は
じ
め
て

章
と
し
て
書
き
記
し
た
。
…

（
中
略
）
… 

そ
の
年
の
十
月
に
、
譯

も
內
容
も
完
全
な
も
の
と
な
っ
た
。
本
論
三
卷
、
釋
論
十
二
卷
、
義
疏
八
卷
、
合
せ
て

二
十
三
卷
で
あ
る
云
々
」
と
傳
え
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
元
來
、『
攝
大
乘
論
義
疏
』
を
含
め
て
、
二
十
三
卷
の
セ
ッ
ト
と
し
て
揃
っ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
、
こ
の
『
義
疏
』
は
現
存
し
な
い
。
ま
た
、
道
宣
（
五
九
六
〜
六
六
七
年
）
の
傳
え
る
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眞
諦
傳）

2
（

に
よ
れ
ば
、「
眞
諦
が
東
夏
（
ち
ゅ
う
ご
く
）
に
來
て
か
ら
、
廣
く
衆
（
い
ろ
い
ろ
）
の
經
典
を
譯
出
し
た
け
れ
ど
も
、
も
っ

と
も
『
攝
（
大
乘
）
論
』
を
お
も
ん
じ
た
」
と
云
う
。

　

以
下
に
取
り
扱
う
『
攝
大
乘
論
義
疏
』
佚

の
す
べ
て
は
、
硏
究
代
表
者
・
船
山
徹
敎
授
の
協
力
の
許
に
、
大
竹
晉
氏
に
よ
っ
て

整
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
眞
諦
の
佚

全
體
の
紹
介
は
、
別
途
、
準
備
さ
れ
て
い
る
。
今
回
、
本
稿
で
取
り
扱
う
資
料
は
、
そ
の

極
一
部
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
佚

は
、
例
え
ば
、
吉
藏
（
五
四
九
〜
六
二
三
年
）
に
よ
っ
て
『
攝
大
乘
論
疏
』
と
、
あ
る
い

は
、
圓
測
（
六
一
三
〜
六
九
六
年
）
に
よ
っ
て
『
梁
攝
論
疏
』
と
呼
ば
れ
た
當
該
『
義
疏
』
の
中
か
ら
、
ま
と
ま
り
あ
る
眞
諦
の
所

說）
3
（

と
し
て
抽
出
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
著
作
の
中
で
部
分
的
に
今
に
傳
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
佚

を
基
礎
資
料
と
す
る

こ
と
で
、
從
來
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
眞
諦
硏
究
の
諸
成
果
に
對
し
、
新
た
な
觀
點
を
さ
ら
に
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。

一　

宇
井
の
指
摘
す
る
『
攝
大
乘
論
義
疏
』
佚

　

宇
井
は
「
攝
大
乘
論
義
疏
の
斷
片
」
と
題
す
る
論

）
4
（

の
中
で
、「
民
國
十
一
年
卽
ち
大
正
十
一
年
金
陵
刻
經
處
硏
究
部
に
於
て
刊

行
せ
ら
れ
た
解
深
密
經
疏
三
十
四
卷
本
か
ら
斷
片
と
考
へ
ら
れ
る
凡
て
を
列
舉
」
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
斷
片
に
對
す
る
宇
井
に

よ
る
敎
義
上
の
解
說
・
分
析
は
、
本
稿
の
論
考
が
及
ぶ
範
圍
で
後
述
す
る
こ
と
と
し
、
以
下
、
宇
井
が
付
し
た
訓
點
は
本
稿
の
書
式

統
一
上
削
除
し
た
上
で
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
十
三
（
た
だ
し
、
本

で
あ
る
「
釋
曰
」
に
始
ま
る
釋

の
一
二
個
所
に
對
す
る
所
說
で
あ
る
が
、
宇
井
の

付
し
た
一
〜
十
三
の
番
號
）
の
斷
片
に
對
し
て
丸
番
號
を
付
し
て
擧
げ
る
。
た
だ
し
、
㈠ 

異
讀
に
つ
い
て
、
㈡
『
攝
大
乘
論
義
疏
』
の
佚

で
あ
る
か
否
か
の
判
斷
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
二
點
に
つ
い
て
は
、
宇
井
の
指
摘
を

言
通
り
に
引
用
す
る
こ
と
と
す
る
。
併
せ
て
、

㈠
の
點
に
つ
い
て
は
、
指
摘
通
り
に
、
圓
測
が
傳
え
る

言
の
中
で
（
あ
る
い
は
、
後
代
の
傳
寫
上
の
過
程
で
起
こ
っ
た
可
能
性
も
含
め
）、﹇　

﹈
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內
は
削
除
す
べ
き
、〈　

〉
內
は
補
う
べ
き
語
を
示
す
。
ま
た
、㈡ 

の
點
に
つ
い
て
は
、本
稿
で
の
典
據
の
擧
げ
方
に
從
い
、續
藏
經
、

新
纂
續
藏
經
の
當
該
個
所
を
、
續
藏
、
新
續
と
略
記
し
、
各
斷
片
末
尾
の
丸
括
弧
內
に
付
記
す
る
。
加
え
て
、
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論

釋
』
の
本

を
（
以
下
、
⑤
・
⑫
の
場
合
を
除
き
、
す
べ
て
「
釋
曰
」
に
始
ま
る
個
所
の
釋

を
）
各
斷
片
の
前
に
付
記
し
て
、
確
か
に
『
義
疏
』

の
斷
片
で
あ
ろ
う
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
『
義
疏
』
の
注
釋
對
象
本

（m
ūla-Text

）
で
あ
る
『
攝
大
乘
論
』（M

ahāyāna-saṃ
graha

）
の
本

に
あ
た
る
「
論
」
の

言

に
つ
い
て
は
、
本
邦
に
お
け
る
現
代
の
代
表
的
硏
究
成
果
で
あ
る
、
長
尾
雅
人
著
『
攝
大
乘
論 

和
譯
と
注
解 

上
・
下
』（
講
談
社
、

一
九
八
二
・
一
九
八
七
年
）
の
當
該
個
所
を
、
硏
究
上
の
利
便
性
を
考
慮
し
て
付
記
す
る
。
以
下
、
⑤
と
⑫
の
個
所
が
相
當
す
る
が
、

【
本

】
と
し
て
記
し
た
『
攝
大
乘
論
釋
』
の
論
と
釋
と
に
後
續
す
る
丸
括
弧
內
に
大
正
藏
と
併
記
し
て
い
る
、（
一
・
三
四
）
な
ど

の
番
號
數
字
は
、
ラ
モ
ッ
ト
刊
本
、É. Lam
otte, La som

m
e du grand véhicule d’A

saṅga, Louvain 1983 

が
示
す
章
節
の
區
分
番

號
で
あ
り
、そ
し
て
、節
の
內
容
を
さ
ら
に
細
分
化
し
て
示
す
（
一
・
三
四
Ｂ
）
な
ど
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
伴
う
區
分
番
號
表
示
が
、

長
尾
雅
人
博
士
の
前
揭
書
の
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、（
長
尾
一
・
三
四
Ｂ
）
と
示
し
、
併
せ
て
、
後
述
個
所
で
は
、
論
述
上
の
必

要
に
應
じ
て
、
當
該
書
（
上
卷
）
末
尾
に
付
さ
れ
た
還
元
梵

を
（『
攝
大
乘
論
』
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
が
今
に
傳
わ
ら
な
い
た
め
、
九
世
紀
前

葉
の
チ
ベ
ッ
ト
譯
を
基
に
還
元
さ
れ
た
梵

を
、
ア
ス
テ
リ
ク
ス
付
き
の
ロ
ー
マ
字

で
擧
げ
て
）
參
照
す
る
。
で
は
、
以
下
に
、
眞
諦
撰
『
攝
大
乘
論

義
疏
』
佚

を
擧
げ
る
。

【
本

】「
依
有
識
眼
根
、
緣
外
色
塵
、
眼
識
得
生
。」（
大
正
三
一
・
一
五
七
中
）

①
眞
諦
解
云
、
若
死
人
眼
名
無
識
眼
、
故
言
有
識
以
簡
無
識
。

 

（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
三
〔

注
〕、
續
藏
一
・
三
四
・
四
・
三
六
八
裏
上
、
新
續
二
一
・
二
四
八
下
）
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【
本

】 

「〈
廣
慧
、〉 

若
有
一
能
起
浪
因
至
、
則
一
浪
起
。
若
二
若
多
能
起
浪
因
至
、
則
多
浪
起
。
是
水
常
流
、
不
廢
不
斷
。
復
次
、

於
淸
淨
圓
鏡
面
中
、
若
有
一
能
起
影
因
至
、
則
一
影
起
。
若
二
若
多
能
起
影
因
至
、
則
多
影
起
。
是
圓
鏡
面
、
不
轉
成
影
、

亦
無
損
減
。

 
〈
廣
慧
、〉 

此
本
識
猶
如
水
流
及
鏡
面
。
依
此
本
識
、
若
有
一
能
起
眼
識
緣
至
、
則
一
眼
識
起
。
乃
至
若
有
五
能
起
識
因
至
、

則
五
識
起
。」（
大
正
三
一
・
一
五
七
下
）

②〔
二
喩
意
趣
格
別
如
眞
諦
記
、〕
水
生
浪
譬
六
識
與
本
識
同
生
滅
義
。
鏡
生
影
譬
諸
識
雖
起
非
本
識
體
轉
作
六
識
。

 

（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
三
、
續
藏
一
・
三
四
・
四
・
三
六
八
裏
下
、
新
續
二
一
・
二
四
九
上
）

③
眞
諦
記
云
、
鏡
影
生
藉
緣
、
鏡
不
轉
作
影
、
六
識
藉
緣
塵
生
者
、
並
用
前
六
識
種
子
、
生
後
六
識
、
非
爲
本
識
體
轉
作
六
識
。

 

（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
三
、
續
藏
一
・
三
四
・
四
・
三
六
九
表
下
、
新
續
二
一
・
二
四
九
中
）

【
本

】 

「
廣
慧
、
如
此
、
菩
薩
依
法
如
智
、
有
聰
慧
。
能
通
逹
意
心
識
祕
密
義
。
諸
佛
如
來
、
如
理
如
量
、
由
如
此
義
、
不
記
說

諸
菩
薩
能
通
逹
意
識
心
祕
密
義
。

 

　

廣
慧
、
諸
菩
薩
、
由
如
實
不
見
本
識
及
阿
陀
那
識
等
、
於
內
於
外
、
不
見
藏
住
、
不
見
生
及
長
等
、
不
見
識
眼
色
及
眼

識
、
不
見
耳
聲
及
耳
識
、
乃
至
不
見
身
觸
及
身
識
。

 

　

廣
慧
、
諸
菩
薩
依
法
如
智
、
有
聰
慧
、
能
通
逹
意
心
識
祕
密
義
。
諸
佛
如
來
、
如
理
如
量
、
由
如
此
義
、
記
說
諸
菩
薩

能
通
逹
意
識
心
祕
密
義
。」（
大
正
三
一
・
一
五
七
下
）

④
眞
諦
記
云
、
菩
薩
若
如
此
前
來
見
識
色
等
此
依
俗
解
、
佛
不
記
說
此
人
解
心
意
識
祕
密
義
。
由
如
實
不
見
前
來
所
明
識
義
、
佛
方

記
說
此
人
解
心
意
識
祕
密
義
。
此
明
識
虛
妄
無
所
有
卽
眞
、
由
逹
本
祕
密
於
虛
妄
之
末
、
方
始
明
了
也
。

 

（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
三
、
續
藏
一
・
三
四
・
四
・
三
七
〇
表
上
、
新
續
二
一
・
二
五
〇
上
）
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【
本

】 

「
論
曰
。
是
識
託
柯
羅
邏
、
於
母
胎
中
、
變
合
受
生
。
釋
曰
。
是
識
卽
是
意
識
。
於
一
時
中
與
柯
羅
邏
相
應
、
故
言
『
託

柯
羅
邏
』。
此
果
報
識
異
前
染
汚
識
、
故
言
『
變
』。
由
宿
業
功
能
、
起
風
和
合
赤
白
、
令
與
識
同
、
故
言
『
合
』。
卽
名

此
爲
『
受
生
』。」（
大
正
三
一
・
一
六
九
下
、
長
尾
一
・
三
四
Ｂ
）

⑤
眞
諦
三
藏
云
、
本
識
與
父
母
遺
體
和
合
名
爲
受
生
。
於
胎
藏
中
略
有
五
位
。
一
者
柯
羅
邏
（kalala

）、
翻
爲
凝
滑
、
識
與
父
母
精

血
和
合
如
薄
酪
、
卽
執
爲
根
、
爾
時
名
爲
初
受
生
。
二
者
第
二
七
日
名
頞
呼
陀
（arbuda

）、
翻
爲
胎
結
、
始
有
一
胎
結
在
凝
滑

中
如
凝
蘇
在
白
酪
乳
中
。
三
者
第
三
七
日
名
閉
尸
（peśī

）、
翻
爲
肉
團
、
男
則
上
闊
下
狹
、
女
則
下
闊
上
狹
、
肉
猶
少
軟
。
四

者
第
四
七
日
名
伽
訶
那
（ghana

）、
翻
爲
堅
實
、
爾
時
肉
團
始
堅
强
。
五
者
第
五
七
日
名
波
羅
捨
佉
（praśākhā

）、
翻
爲
枝
枝
（
下

の
枝
は
肢
な
ら
む
）、
爾
時
始
有
頭
足
手
脚
等
相
貌
、
方
有
業
風
吹
破
開
九
孔
生
大
苦
受
。
次
後
以
去
則
有
觔
肉
骨
髮
爪
等
。『
梁
攝

論
疏
』
第
五
卷
說
。

 

（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
三
〔

注
〕、
續
藏
一
・
三
四
・
四
・
三
六
四
裏
下
、
新
續
二
一
・
二
四
四
下
）

【
本

】「
結
有
二
種
。
一
相
結
、
二
麁
重
結
。
相
結
難
解
、
麁
重
結
難
滅
。
心
分
別
諸
塵
名
相
結
。
由
此
分
別
、
起
欲
瞋
等
惑
、
說

名
麁
重
結
。
若
得
無
分
別
智
、
卽
解
相
結
。
相
結
不
起
、
麁
重
結
卽
隨
滅
」（
大
正
三
一
・
一
七
九
中
）

⑥
眞
諦
解
云
、「
相
結
」
卽
是
分
別
執
相
、
謂
一
切
六
識
心
﹇
識
﹈
所
緣
外
境
是
有
、
未
逹
此
並
是
自
心
分
別
所
作
故
、
若
見
相
並

是〈
識
〉分
別
所
作
、
欲
瞋
等
則
無
從
卽
生
。

 

（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
二
〔

注
〕、
續
藏
一
・
三
四
・
四
・
三
四
五
表
上
、
新
續
二
一
・
二
二
五
上
）

　

宇
井
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
此

は
ま
た
燉
煌
出
土
攝
大
乘
論
疏
第
五
卷
（
大
正
藏
八
十
五
の
九
八
十
八
頁
中
）
に
存
す

る
が
、
此

中
の
六
識
心
識
所
の
所
の
上
の
識
の
字
が
な
く
、
相
並
是
分
別
の
分
別
の
上
に
識
の
字
が
あ
り
、
從
卽
生
の
卽
を
而
と

な
し
て
居
て
、
何
も
正
當
で
あ
る
。
故
に
圓
測
の
引
用

に
は
明
に
寫
誤
が
存
す
る
の
で
あ
る
」
と
。
本
稿
で
も
、『
攝
大
乘
論
疏
』



204

卷
五
（
大
正
八
五
・
九
八
八
中
）
に
、「『
相
結
』
卽
是
分
別
執
相
。
謂
一
切
六
識
心
所
緣
外
境
是
有
。
未
逹
此
、
竝
是
自
心
分
別
所

作
故
。
若
見
相
竝
是
識
分
別
所
作
、
欲
瞋
等
則
無
從
而
生
。」
と
あ
る
の
に
從
っ
て
、
⑥
の
圓
測
が
擧
げ
る

言
は
訂
正
し
た
。

【
本

】 
「
第
一
句
爲
本
、
餘
二
十
句
爲
能
成
就
」（
大
正
三
一
・
一
九
七
上
）

⑦
眞
諦
記
云
、
別
德
唯
有
二
十
句
、
通
取
結
句
合
成
二
十
一
句
別
德
。

 

（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
一
〔

注
〕、
續
藏
一
・
三
四
・
四
・
三
一
一
裏
下
、
新
續
二
一
・
一
九
一
下
）

　
「
こ
れ
義
疏
の

で
あ
る
が
、
結
句
は
總
句
の
寫
誤
で
あ
う
。
三
藏
が
明
に
合
成
二
十
一
句
と
な
し
て
居
る
か
ら
、
而
も
圓
測
に

よ
れ
ば
常
冢
二
師
も
道
默
も
同
意
見
で
あ
る
か
ら
、
古
く
は
餘
二
十
句
爲
能
成
就
と
あ
っ
た
の
が
、
圓
測
の
時
代
に
は
二
十
一
句
と

な
り
、
宋
元
宮
三
本
が
之
を
受
け
、
明
本
は
二
十
二
句
と
誤
つ
た
の
で
あ
る
し
、
麗
本
の
み
は
古
形
を
保
存
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

常
は
曇
遷
の
弟
子
の
法
常
（
五
六
七
〜
六
四
五
）
で
玄
奘
圓
測
の
師
で
あ
ろ
う
が
、
冢
師
も
道
默
も
明
瞭
で
な
い
」
と
、
宇
井
は
指

摘
し
て
い
る
。

【
本

】 

「
復
次
佛
子
有
五
義
。
一
願
樂
無
上
乘
爲
種
子
、
二
以
般
若
爲
母
、
三
以
定
爲
胎
、
四
以
大
悲
爲
乳
母
、
五
以
諸
佛
爲
父
」

（
大
正
三
一
・
二
〇
六
中
）

⑧
眞
諦
釋
云
、
成
衆
生
身
必
具
五
事
。
一
父
、
二
種
子
、
三
母
、
四
胎
處
、
五
乳
母
。
父
是
出
子
之
根
本
、
故
先
明
父
、
父
之
遺
體

以
爲
身
種
子
、
故
第
二
明
種
子
、
雖
有
種
子
、
若
無
母
懷
姙
、
不
得
成
身
、
故
第
三
明
母
、
母
雖
懷
之
若
無
胎
裏
亦
不
成
身
、
胎

是
安
身
之
處
、
故
第
四
明
胎
處
、
出
生
以
後
若
無
乳
母
飮
養
卽
不
成
身
、
故
第
五
明
乳
母
。
佛
子
亦
爾
、
有
五
緣
勝
。
一
者
父
勝
、

諸
佛
世
尊
爲
其
父
故
、
二
種
子
勝
、
以
菩
提
心
爲
種
子
故
、
三
生
母
勝
、
以
其
波
若
爲
生
母
故
、
四
胎
藏
勝
、
以
福
智
住
持
爲
胎

藏
故
、
五
乳
母
勝
、
以
大
悲
長
養
爲
乳
母
故
。



眞諦撰『攝大乘論義疏』佚 に見る「佛子」としての大乘菩薩についての眞諦說

205

 

（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
一
、
續
藏
一
・
三
四
・
四
・
三
一
七
裏
上
、
新
續
二
一
・
一
九
七
中
）

　

こ
の
⑧
に
對
し
て
、「
佛
子
は
解
節
經
に
も
存
す
る
が
、
そ
れ
に
對
す
る
三
藏
の
言
も
圓
測
が
引
用
し
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し

た
上
で
、「
兩
者
は
相
補
う
て
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
解
節
經
疏
の
言
は
明
に
攝
大
乘
論
釋
の
說
に
基
く
も
の
で
あ
る
」
と

述
べ
る
。
以
下
、
本
稿
の
第
三
節
で
取
り
上
げ
る
。

⑨「
こ
れ
は
共
に
義
疏
の

を
引
用
し
た
も
の
と
い
ふ
の
で
は
な
い
が
」
と
前
置
き
し
て
、
續
い
て
、「
前
に
（
⑤
參
照
―
筆
者
注
）

義
疏
第
五
卷
が
攝
大
乘
論
釋
第
三
卷
に
對
す
る
解
釋
を
有
し
た
と
い
う
た
に
比

す
る
と
、
右
の
如
く
義
疏
第
八
卷
に
入
因
果
勝

相
品
第
四
の
釋
が
存
し
、
而
も
こ
れ
が
攝
大
乘
論
釋
第
九
卷
の
中
の
も
の
で
あ
る
が
爲
に
、
義
疏
第
五
卷
後
半
か
ら
第
八
卷
前
半

ま
で
の
閒
に
攝
大
乘
論
釋
第
三
卷
後
半
か
ら
第
九
卷
前
半
ま
で
の
解
釋
が
存
し
、
そ
し
て
義
疏
八
卷
は
攝
大
乘
論
釋
第
十
卷
以
後

に
對
し
て
は
極
め
て
簡
單
に
釋
し
た
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
必
要
な
個
所
の
み
を
拔
萃
し
て
釋
し
た
に
過
ぎ
な
か
ろ
う
と
推
定
せ
ら

る
る
か
ら
こ
こ
に
指
摘
し
た
の
で
あ
る
」
と
言
う
。
宇
井
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
攝
大
乘
論
義
疏
』
全
八
卷
の
內
、「
第
八
卷
の

後
半
に
は
釋
論
第
十
卷
か
ら
第
一
五
卷
ま
で
の
こ
と
が
解
釋
せ
ら
れ
て
居
る
」
こ
と
に
な
る
。

　
　

こ
こ
で
の
二
つ
の

と
は
、
次
の
右
棒
線
部
個
所
で
あ
る
。

【
本

】 

「
第
六
障
者
、
於
見
聞
覺
知
、
計
爲
如
實
、
於
世
閒
戲
論
、
懃
心
修
學
、
於
不
了
義
經
、
如

判
義
。
由
此
障
故
不
得
入

唯
識
。
智
慧
能
除
此
障
、
故
智
慧
是
入
唯
識
因
。」（
大
正
三
一
・
二
一
三
上
）

　
『
梁
攝
論
』
云
、「
第
六
障
者
、
於
見
聞
覺
知
、
計
爲
如
實
、
於
世
閒
戲
論
心
修
學
、
於
不
了
義
經
如

判
義
。
智
慧
能
除
此
障
」。

廣
如
眞
諦
『
攝
論
疏
』
第
八
卷
說
也
。

 

（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
九
〔

注
〕、
續
藏
一
・
三
五
・
一
・
二
八
表
下
、
新
續
二
一
・
三
八
三
中
）

【
本

】 

「
五
迴
向
淸
淨
。
謂
於
六
度
已
生
長
及
未
生
長
中
、
常
求
得
大
菩
提
。」（
大
正
三
一
・
二
一
三
中
）



206

　
『
梁
攝
論
』
云
、「
五
廻
向
淸
淨
。
謂
於
六
度
已
生
長
及
未
生
長
中
、
常
求
得
菩
提
」。
廣
釋
五
相
、
如
眞
諦
『
梁
攝
論
疏
』
第
八
。

 

（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
九
〔

注
〕、
續
藏
一
・
三
五
・
一
・
二
七
表
下
、
新
續
二
一
・
三
八
二
中
）

⑩
大
日
本
續
藏
經
所
收
の
十
卷
『
解
深
密
經
疏
』（
た
だ
し
、
卷
第
十
「
如
來
成
所
作
事
品
之
餘
」
は
「
但
逸
此
卷
」）
に
、
宇
井
が

「
法
雲
地
の
名
稱
の
解
釋
に
し
て
此
の
如
く
詳
し
い
も
の
は
比

的
に
す
く
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
評
す
る
「
眞
諦
說
」
は
傳
わ

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
。

【
本

】 

「
菩
薩
先
在
願
行
地
中
、
於
十
種
法
行
、
修
願
忍
得
成
。
由
願
忍
成
、
過
願
行
地
、
入
正
定
位
。
願
者
有
十
大
願
。
…
（
中

略
）
… 

忍
者
卽
無
分
別
智
。」（
大
正
三
一
・
二
二
五
下
）

⑪‒

１ 

眞
諦
記
云
、
於
初
地
得
無
生
願
忍
十
大
願
成
就
。

 

（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
八
、
續
藏
一
・
三
五
・
一
・
三
表
上
、
新
續
二
一
・
三
五
八
上
）

【
本

】「
菩
薩
、
於
九
地
未
有
勝
能
。
未
能
得
正
說
圓
滿
法
身
、
未
得
無
著
無
礙
圓
滿
六
通
慧
。
所
以
未
能
者
、
由
三
障
故
。
一
六

神
通
慧
無
明
、
二
入
微
細
祕
密
佛
法
無
明
。
此
二
無
明
所
感
有
有
生
死
、
名
麁
重
報
。
爲
滅
此
三
障
、
故
修
正
勤
。
因
修

正
勤
、
滅
三
障
已
、
入
第
十
地
、
得
八
種
轉
勝
淸
淨
、
及
能
得
正
說
圓
滿
法
身
等
、
乃
至
通
逹
法
界
業
自
在
依
止
義
。
由

此
分
故
、
十
地
圓
滿
。」（
大
正
三
一
・
二
二
六
下
）

⑪‒

２ 

眞
諦
釋
云
、
謂
第
九
地
因
未
圓
滿
未
能
證
得
圓
滿
三
身
。﹇
由
是
因
緣
、
於
此
分
中
猶
未
圓
滿
。（
―
こ
の
後
半
は
、
圓
測

の

言
と
推
察
さ
れ
る
の
で
削
除
。
筆
者
注
。）﹈

 

（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
八
、
續
藏
一
・
三
五
・
一
・
六
裏
下
〜
七
表
上
、
新
續
二
一
・
三
六
二
中
）

⑪‒

３ 

眞
諦
釋
云
、
十
地
圓
滿
所
得
三
身
名
圓
滿
法
身
正
說
法
身
。
從
法
身
出
六
通
慧
、
慧
卽
是
化
身
、
由
得
業
自
在
化
身
成
就
也
。
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（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
八
、
續
藏
一
・
三
五
・
一
・
七
表
上
、
新
續
二
一
・
三
六
二
中
）

【
本

】 
「
論
曰
。
佛
世
尊
在
周
遍
光
明
七
寶
莊
嚴
處
。
釋
曰
。
一
金
、
二
銀
、
三
瑠
璃
、
四
摩
沙
羅
、
五
阿
輸
摩
竭
、
六
因
陀
羅

尼
羅
、
七
盧
嬉
胝
柯
目
多
。」（
大
正
三
一
・
二
六
三
上
、
長
尾
一
〇
・
三
〇
Ａ
）

⑫
眞
諦
釋
云
、
弗
師
羅
伽
、
此
云
黃
色
寶
、
卽
是
金
也
。
旃
陀
羅
乾
多
、
此
云
白
色
寶
、
卽
是
銀
也
。
吠
瑠
璃
者
、
是
正
梵
音
。
毘

瑠
璃
者
、
梵
音
訛
也
。
或
云
瑠
璃
者
、
略
吠
音
也
。
或
可
此
土
無
眞
瑠
璃
、
有
似
瑠
璃
、
故
亦
翻
也
。
眞
諦
『
梁
論
記
』
云
、
瑠

璃
是
靑
色
寶
、
燒
不
可
壞
。
唯
有
鬼
神
有
神
力
者
、
能
破
爲
器
。
或
可
是
其
金
翹
鳥
卵
。
頗
胝
迦
者
、
此
云
黃
綠
色
寶
。
…
（
中

略
）
… 

赤
眞
珠
者
、
…
（
中
略
）
… 

眞
諦
釋
云
、
卽
無
價
寶
珠
也
。
阿
濕
摩
揭
拉
婆
者
、
舊
云
馬
瑙
。
眞
諦
釋
云
、「
是
赤
色
寶
」。

…
（
中
略
）
… 

牟
婆
洛
揭
拉
婆
者
、
舊
云
車
渠
。
眞
諦
釋
云
、「
是
紺
色
寶
」。

 

（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
一
、
續
藏
一
・
三
四
・
四
・
三
〇
六
表
上
下
、
新
續
二
一
・
一
八
六
上
中
）

　
　

宇
井
は
、
波
線
個
所
の

言
は
、
圓
測
の
言
で
あ
っ
て
「
圓
測
の
速
斷
の
誤
で
あ
る
」
と
斷
じ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
宇
井
が
、

こ
の
個
所
で
の
『
義
疏
』
の

と
認
め
る
の
は
、「
舊
云
」
に
續
く
「
眞
諦
釋
云
」
の

括
弧
內
の
二

（「
是
赤
色
寶
」、「
是
紺

色
寶
」）
だ
け
の
樣
で
あ
る
。

　
　

そ
の
判
斷
理
由
は
、
恐
ら
く
は
、『
攝
大
乘
論
釋
』
の
中
で
「
七
寶
」
と
し
て
、「
弗
師
羅
伽
」（puṣparāga

、
赤
琥
珀
）、「
旃

陀
羅
乾
多
」（candrakānta

、
水
晶
石
）、「
頗
胝
迦
」（sphaṭika

、
水
晶
玉
）
の
寶
石
名
が
な
い
こ
と
、「
吠
瑠
璃
」（vaiḍūrya

、

綠
柱
石
）
で
は
な
く
「
瑠
璃
」
の
名
で
出
る
こ
と
、
そ
し
て
、「
舊
云
」
の
前
に
來
る
寶
石
名
の
音
寫
語
、「
阿
濕
摩
揭
拉
婆
」
と

「
牟
婆
洛
揭
拉
婆
」
が
玄
奘
譯
語
で
あ
り
、
眞
諦
譯
語
の
「
阿
輸
摩
竭
」
と
「
摩
沙
羅
」
と
に
そ
れ
ぞ
れ
對
應
す
る）

5
（

と
い
う
こ
と

を
圓
測
が
知
っ
て
の
上
で
の
記
述
で
あ
る
と
、
宇
井
は
解
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
今
は
、
こ
の
見
解
に
從
う
。
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⑬
若
思
了
義
論　
　

智
人
信
三
寶
。　

由
智
信
二
根　
　

得
入
眞
如
觀
。

　

故
我
依
本
記　
　

翻
解
攝
大
乘
。　

凡
所
生
功
德　
　

迴
向
爲
三
能
。

　

供
養
佛
法
僧　
　

降
伏
邪
行
者
、　 

救
拔
衆
苦
難
。　

願
此
能
無
窮
。

 
（
大
正
三
一
・
二
七
〇
中
）

　

こ
の
三
偈
は
、『
攝
大
乘
論
釋
』
の
最
後
に
「
三
藏
法
師
翻
講
論
竟
說
此
三
偈
」
と
し
て
眞
諦
が
謳
っ
た
も
の
と
し
て
傳
わ
る
が
、

こ
の
三
偈
も
ま
た
「
義
疏
の

と
見
て
も
よ
い
」
と
宇
井
は
言
う
。

　

以
上
、
①
〜
④
の
『
攝
大
乘
論
義
疏
』
佚

は
、『
攝
大
乘
論
世
親
釋
』
に
「
阿
陀
那
識
」（ādānavijñāna 

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
佛
敎
術
語

か
ら
の
音
寫
語
で
あ
る
が
、
眞
諦
譯
の
『
解
節
經
』
に
初
出
す
る
。
以
降
、
玄
奘
も
用
い
る
佛
敎
漢
語
）
の
敎
證
と
し
て
、「
阿
含
」（āgam

a

）
の
名
の

許
に
引
證
さ
れ
る
『
解
節
經
』（
玄
奘
譯
の
經
題
で
は
『
解
深
密
經
』）
の
中
の
經

に
對
す
る
眞
諦
の
注
解
と
な
っ
て
い
る）

6
（

。

⑤
は
、『
攝
大
乘
論
』
に
あ
る
「〔
死
の
瞬
閒
の
「
死
有
」
の
汚
れ
た
意
識
は
、
死
と
新
た
な
誕
生
の
閒
の
「
中
有
」
狀
態
で
中
閒
途
絕
す
る
。
そ
の
一
方
で
〕

そ
し
て
、〔
ア
ー
ラ
ヤ
〕
識
が
母
親
の
胎
內
に
お
い
て
カ
ラ
ラ
〔
と
呼
ば
れ
る
誕
生
の
第
一
瞬
閒
の
「
生
有
」
の
原
胎
兒
〕
狀
態
で
〔
精
血
が
溶
け
合
っ

た
狀
態
を
通
路
と
し
て
〕
溶
け
合
う
。」（* vijñānam

 ca kalalatvena m
ātur kukṣau saṃ

m
ūrcchati. 

筆
者
の
內
容
理
解
を
補
っ
た
試
譯
。）

と
の
一

に
對
す
る
、
眞
諦
の
注
解
で
あ
る
。
こ
の
本
論
の
一

に
對
す
る
世
親
釋
は
、
チ
ベ
ッ
ト
譯
に
（
同
じ
く
、
玄
奘
譯
に
も
）

存
在
せ
ず）

7
（

、
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』（
世
親
釋
）
お
い
て
眞
諦
自
身
に
よ
っ
て
加
筆
／
翻
講
さ
れ
た
釋

で
あ
る
。
こ
の
增
廣
さ

れ
た
個
所
で
は
、
本
論
の
中
で
漢
譯
語
と
し
て
用
い
た
「
變
合
」
に
對
し
、
重
ね
て
、
眞
諦
自
身
の
考
え
方
を
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

で
は
な
く
漢
語
表
現
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
自
動
の
動
作
を
表
わ
す
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
一
つ
の
動
詞
表
現
を
、「
變
」
じ
「
合
」

す
る
と
い
う
二
つ
の
自
動
表
現
を
も
っ
て
解
說
し
て
い
る
。
た
だ
、
論
の
釋
に
對
す
る
注
釋
・『
義
疏
』
佚

で
は
、
カ
ラ
ラ
に
始
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ま
る
胎
內
の
五
位
說
に
つ
い
て
の
イ
ン
ド
佛
敎
に
お
け
る
知
識
一
般
が
開
陳
さ
れ
る）

8
（

に
過
ぎ
ず
、
カ
ラ
ラ
狀
態
の
第
一
瞬
閒
に
お
け

る
、第
六
「
意
識
」
と
「
業
異
熟
」
の
結
果
と
し
て
の
「
ア
ー
ラ
ヤ
識
」
と
の
（
相
互
）
存
在
性
に
つ
い
て
は
、眞
諦
の
言
う
、「
變
」

じ
「
合
」
す
る
兩
動
作
の
主
格
が
「
識
」
で
あ
る
以
上
、
論
の
一

を
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
注
釋
を
行
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
內
實
不

分
明
な
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

た
だ
言
い
得
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
世
親
の
考
え
方
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
眞

諦
の
所
說
が
異
な
っ
て
い
る
と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
『
攝
大
乘
論
』
に
お
け
る
表
現
、
す
な
わ
ち
、「
識
」（vijñāna

）
が
「
溶
け

合
う
」（sam

-√m
ūrch 

な
お
、
眞
諦
の
「
變
合
」
に
對
し
、
玄
奘
は
「
和
合
」）
と
い
う
表
現
を
、
世
親
は
用
い
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
注

意
を
拂
う
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
具
體
的
に
言
え
ば
、「
溶
け
合
う
／
混
ざ
り
合
う
」
の
は
、
基
本
的
に
は
、
精
・
血
（śukra- 

śoṇita

）
で
あ
っ
て
、「
ア
ー
ラ
ヤ
識
」
は
「〔
母
胎
に
〕
入
り
込
む
／
降
下
す
る
」（ava-√kram

）
の
で
あ
り
、
ま
た
一
方
、「
意
識
」

（m
anovijñāna

）
は
「〔
次
の
新
た
な
生
存
を
か
つ
て
の
生
存
に
〕
結
び
付
け
る
」（prati-sam

-√d

）
9
（hā

）
機
能
を
擔
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
明
確
に
動
作
主
體
と
そ
の
動
作
を
表
わ
す
動
詞
を
區
別
し
て
用
い
る
の
が
世
親
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

⑥
の
本

に
當
た
る
『
攝
大
乘
論
釋
』
の
釋

中
に
あ
る
「
相
結
・
麁
重
結
」
の
所
說
が
、『
攝
大
乘
論
』
本

の
說
に
一
致
し

な
い
こ
と
は
、
宇
井
が
指
摘
し
て
い
る
。
眞
諦
に
よ
る
增
廣
個
所
に
當
た
る
。
な
お
、
宇
井
は
、
こ
の
「
二
結
」
の
說
が
、『
三
無

性
論
』
に
も
『
轉
識
論
』
に
も
『
解
節
經
』
に
も
說
か
れ
て
お
り
、「
解
節
經
の
眞
諦
疏
の
斷
片
中
に
も
之
に
關
し
た
も
の
が
あ
る
」

と
付
言
す
る）

10
（

。

　

⑦
の
點
に
つ
い
て
は
、（
長
尾
二
・
三
三
Ａ
）
と
そ
の
注
記
に
詳
し
い
の
で
、
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
。

　

⑧
は
、
本
稿
第
三
節
に
取
り
上
げ
る
。

　

⑨
と
⑩
と
は
、
本
稿
で
は
考
慮
し
な
い
。
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⑪
は
、
所
謂
「
行
位
」
に
關
す
る
所
說
で
あ
る
。
ま
ず
、『
攝
大
乘
論
釋
』
に
據
る
限
り
、
こ
こ
で
「
唯
識
觀
」
と
は
、「
一
切
の

法
に
お
い
て
た
だ
識
の
み
が
あ
る
と
の
理
」（「
於
一
切
法
、
唯
有
識
理
」）
を
知
性
と
す
る
「
願
樂
位
」
か
ら
始
め
て
「
見
・
修
・

究
竟
位
」
ま
で
の
四
位
の
總
稱
で
あ
る
（『
攝
大
乘
論
釋
』
大
正
三
一
・
一
九
九
下
、
二
〇
三
中
參
照
）。
初
地
に
あ
る
菩
薩
は
、
十
種
の
「
法
行
」

と
し
て
、
眞
如
を
本
性
と
す
る
「
願
」
と
無
分
別
智
で
あ
る
「
忍
」
と
を
修
し
て
「
願
忍
」
を
獲
得
す
る
か
ら
、「
十
大
願
」
を
成
就

す
る
。（
た
だ
し
、圓
測
が
「
眞
諦
記
」
と
し
て
引
用
す
る

言
の
中
、「
無
生
願
忍
」
な
る
用
語
は
、眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
』
に
も
『
攝
大
乘
論
釋
』
に
も
存
在
し
な
い
。）

こ
こ
で
言
う
「
無
分
別
智
」
と
は
、菩
薩
に
と
っ
て
の
「
無
分
別
智
」
で
あ
っ
て
、一
切
法
の
無
分
別
智
を
指
す
。
一
方
、聲
聞
の
「
無

分
別
智
」
と
は
、「
四
顚
倒
」
の
分
別
な
き
こ
と
で
あ
る
（『
攝
大
乘
論
釋
』
大
正
三
一
・
一
五
五
下
參
照
）。
そ
し
て
、
菩
薩
に
と
っ
て
、
第
十

法
雲
地
の
滿
了
と
は
、
正
し
く
圓
滿
狀
態
の
法
身
を
說
け
る
こ
と
、
無
著
無
礙
な
る
圓
滿
狀
態
の
「
六
通
慧
」
を
得
て
、
法
界
の
業

自
在
を
據
り
所
と
す
る
狀
態
に
通
逹
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
法
身
」
と
は
、「
四
無
量
心
」
を
始
め
と
し
て
「
六
通

慧
」
な
ど
の
諸
々
の
「
功
德
」
と
の
相
應
が
あ
る
「
法
身
」
で
あ
る
（『
攝
大
乘
論
釋
』
大
正
三
一
・
二
五
五
下
參
照
）。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

本
稿
で
は
、
眞
諦
に
よ
る
「
行
位
」
に
つ
い
て
の
諸
々
の
所
說
に
對
す
る
解
析
は
行
わ
な
い）

11
（

。

　

⑫
は
、「
七
寶
」
に
關
す
る
注
解
で
あ
る
。（
長
尾
一
〇
・
三
〇
Ａ
）
と
そ
の
注
記
に
詳
し
い
。
七
種
の
寶
石
に
つ
い
て
、
本
稿
注

記
で
表
記
し
た
樣
に
、
少
な
く
と
も
『
攝
大
乘
論
』
世
親
釋
の
漢
譯
三
譯
で
は
一
致
し
な
い
。
こ
の
點
に
つ
い
て
、
今
、
答
え
を
見

出
せ
な
い
。
そ
も
そ
も
⑫
の
本

個
所
以
下
に
『
攝
大
乘
論
』
本
論
と
し
て
引
用
さ
れ
る
『
解
節
經
』／『
解
深
密
經
』
の
譯
出
經

自
體
に
お
い
て
、
眞
諦
譯
『
解
節
經
』
で
は
說
處
が
「
王
舍
城
の
靈
鷲
山
」
と
あ
り
、
玄
奘
譯
『
解
深
密
經
』
で
は
淨
土
の
大
宮
殿

と
あ
る
こ
と
が
、（
長
尾
一
〇
・
三
〇
Ａ
）
の
（
注
2
）
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
大
乘
經
の
傳
承
句
と
も
連
動
し
て

い
る
と
す
れ
ば
、
果
た
し
て
、
世
親
自
身
が
目
で
見
、
あ
る
い
は
、
耳
に
聽
い
た
『
解
節
經
』／『
解
深
密
經
』
の
經

は
如
何
な
る

言
で
あ
っ
た
の
か
、
今
、
審
ら
か
で
な
い
。
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さ
て
、
最
後
の
⑬
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
翻
譯
し
終
え
た

獻
末
尾
に
、
自
ら
「
三
藏
法
師
」
と
稱
し
て
自
作
の
偈

を
添
え
る

事
例
は
、
例
え
ば
、
玄
奘
譯
の
『
大
毘
婆
沙
論
』
二
〇
〇
卷
末
尾
に
添
え
ら
れ
た
二
頌）

12
（

に
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
、
宇

井
の
說
に
從
っ
て
、『
義
疏
』
佚

と
見
做
す
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、宇
井
が
敢
え
て
當
該
偈

を
取
り
上
げ
た
こ
と
、

換
言
す
れ
ば
、
こ
の
偈

こ
そ
が
、
眞
諦
そ
の
人
の
意
思
を
强
く
物
語
っ
て
い
る
と
い
う
事
實
が
、
私
に
は
大
變
興
味
深
い
。
こ
の

點
を
次
節
で
取
り
上
げ
、
傳
統
的
な
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
敎
義
解
釋
史
の
中
で
、
少
な
く
と
も
『
大
毘
婆
沙
』
の
注
解
を
擔
っ
た
論
師
た

ち
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
て
行
く
、
古
く
か
ら
佛
敎
徒
に
傳
え
ら
れ
て
來
た
思
想
、
す
な
わ
ち
、「
信
・
勤
・
念
・
定
・
慧
」（śraddhā, 

vīrya, sm
ṛti, sam

ādhi, prajñā

）
と
い
う
「
有
漏
」
な
る
五
つ
の
自
己
（
開
發
）
能
力
で
あ
る
「
根
」（indriya

）
に
よ
っ
て
覺
り
を

開
き
涅
槃
に
入
る
と
い
う
こ
と
を
佛
道
と
捉
え
る
思
想）

13
（

を
、
眞
諦
は
、
大
乘
の
菩
薩
道
を
修
す
る
佛
敎
徒
の
中
に
あ
っ
て
、
再
び
蘇

ら
せ
よ
う
と
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
、
大
切
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
大
乘
の
菩

薩
道
に
お
い
て
は
、「
信
」
に
つ
い
て
も
「
慧
」
に
つ
い
て
も
、
よ
り
限
定
化
さ
れ
た
內
實
を
伴
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
求
道
上
の
傾

倒
目
的
が
明
確
化
さ
れ
、
般
若
の
智
慧
が
詩
的
・
靈
的
直
觀
へ
と
先
銳
化
さ
れ
、「
信
」( śraddhā)

に
代
わ
っ
て
、
例
え
ば
、
次
節

で
確
認
す
る
事
例
に
倣
っ
て
『
寶
性
論
』
で
の
語
を
用
い
て
述
べ
れ
ば
、「
如
來
藏
」
へ
と
專
ら
傾
倒
化
し
た
「
信
解
」（adhim

ukti

）

の
語
が
、
ま
た
、「
慧
」（prajñā

）
に
代
わ
っ
て
、
適
切
な
漢
譯
語
が
存
在
し
な
い
た
め
例
え
て
言
え
ば）

14
（

、
靈
妙
化
し
た
「
智
」（dhī

）

の
語
が
、
注
意
深
く
、
選
ば
れ
る
こ
と
と
な
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
觀
點
に
立
っ
た
上
で
の
次
節
で
の
檢
證
作
業
を

踏
ま
え
、
第
三
節
で
、
眞
諦
の
言
う
「
佛
子
」
に
つ
い
て
の
所
說
を
紹
介
し
た
い
と
思
う
。
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二　
「
信
」
と
「
慧
」
を
重
視
す
る
眞
諦
の
所
說

　

高
崎
直
道
博
士
は
、「
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
・
世
親
釋
』
に
お
け
る
如
來
藏
說
―
『
寶
性
論
』
と
の
關
連
」
と
題
す
る
論

）
15
（

に
お

い
て
、『
攝
論
世
親
釋
』
が
、
獻
學
的
に
み
て
、
直
接
『
寶
性
論
』
に
關
連
を
持
つ
と
み
ら
れ
る
六
つ
の
對
應
個
所
を
指
摘
し
、『
寶

性
論
』
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原

）
16
（

と
對
照
し
て
い
る
。
そ
の
內
、
第
六
番
目
の
指
摘
個
所
が
、『
攝
大
乘
論
釋
』
末
の
「
阿
毘
逹
磨

大
乘
藏
經
の
中
に
攝
大
乘
と
名
づ
く
る
を
、此
に
正
說
し
究
竟
す
」
と
の
論
の
上
で
の
結
語
に
續
く
、總
義
の
七
言
律
詩
の
十
偈
（
次

の
引
用

中
で
言
う
本
頌
）
と
、
重
說
の
五
言
律
詩
の
三
偈
（
同
じ
く
注
釋
頌
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
の
樣
に
結
論
付
け
ら
れ
て

い
る
。

　

こ
れ
は
本
頌
・
注
釋
頌
を
含
め
た
『
寶
性
論
』
の
一
節
の
完
全
な
引
用
で
あ
る
。『
寶
性
論
』
の
末
尾
に
あ
っ
て
、
論
製
作

の
目
的
と
廻
向
を
述
べ
る
こ
れ
ら
の
頌
は
、
そ
れ
な
り
に
『
攝
論
』
の
末
尾
に
置
く
に
ふ
さ
わ
し
い
性
格
を
具
え
て
い
る
。
し

か
し
、「
衆
寶
界
如
覺
德
業
」
の
一
句
に
示
さ
れ
る
七
句
義
は
、『
寶
性
論
』
に
お
い
て
こ
そ
七
種
金
剛
句
と
し
て
論
全
體
の
綱

格
を
示
す
意
義
を
も
っ
て
い
る
が
、『
攝
論
』
の
結
構
と
は
何
の
關
係
も
な
い
の
で
あ
る
。
參
考
と
し
て
『
寶
性
論
』
を
引
用

し
た
か
、
不
用
意
に
混
入
し
た
と
み
る
以
外
に
、
こ
れ
ら
十
三
頌
の
插
入
理
由
は
考
え
ら
れ
ま
い
。
そ
し
て
、
こ
の
引
用
は
、

眞
諦
が
『
寶
性
論
』
を
熟
知
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
最
大
の
證
據
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
云
々
。（
高
崎
直
道
著
作
集
第
七
卷

一
六
八
頁
參
照
）

　

高
崎
博
士
の
こ
の
硏
究
成
果
は
、
例
え
ば
、
最
近
で
は
、
新
國
譯
大
藏
經
『
攝
大
乘
論
釋
（
世
親
釋
、
玄
奘
譯
）』（
補
注
四
五
二

頁
）
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
通
り
、
學
術
的
に
廣
く
認
め
ら
れ
て
來
た
。
た
だ
し
、「
參
考
と
し
て
『
寶
性
論
』
を
引
用
し
た
か
、

不
用
意
に
混
入
し
た
と
み
る
以
外
に
、
こ
れ
ら
十
三
頌
の
插
入
理
由
は
考
え
ら
れ
ま
い
」
と
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
再
考
の
餘
地
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
次
の
樣
な
理
由
に
よ
る
。
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前
節
の
⑬
と
し
て
取
り
上
げ
た
「
三
藏
法
師
、
論
を
翻
講
し
竟
り
て
、
此
の
三
偈
を
說
く
」
と
し
て
、
上
述
の
「
十
三
頌
」
を
擧

げ
た
直
後
に
、
眞
諦
に
よ
っ
て
謳
わ
れ
る
三
偈
冒
頭
の
第
一
偈
に
は
、

若
思
了
義
論　

智
人
信
三
寶
。　

由
智
信
二
根　

得
入
眞
如
觀
。

と
あ
る
。
こ
の
四
句
の
中
、「
眞
如
觀
」
に
入
る
た
め
の
能
力
と
し
て
、「
智
」（
卽
、「
慧
」）
と
「
信
」
の
「
二
根
」
を
重
視
す
る

思
考
樣
式
は
、
實
は
『
攝
大
乘
論
』
自
體
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
の
中
で
も
總
義
と
し
て
擧
げ

ら
れ
る
當
該
十
偈
の
中
で
の
み
「
智
信
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、『
寶
性
論
』
に
表
明
さ
れ
た
思
想
か
ら
し
か

導
き
出
せ
な
い
と
推
察
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
簡
潔
に
『
攝
大
乘
論
釋
』
末
の
三
偈
の
冒
頭
第
一
偈
後
半
句
が
、『
寶

性
論
』
末
「
十
三
頌
」
の
冒
頭
第
一
偈
第
三
句
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
こ
こ
で
も
、
高
崎
博
士
の
『
寶
性
論
』
か
ら
の
和
譯

を
引
用
す
る）

17
（

。

眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』

R
G

V
 C

hap.V, v.16

『
寶
性
論
』
高
崎
譯

由
依
佛
言
及
道
理

說
論
、
爲
能
得
淸
淨

爲
利
智
・
信
・
正
行
人

爲
立
正
法
令
久
住
。

itīdam
 āptāgam

a-yukti-saṃ
śrayād

udāhṛtaṃ
 kevalam

 ātm
aśuddhaye

dhyādhim
uktyā kuśalopasaṃ

padā
sam

anvitā ye tadanugrahāya ca //

以
上
、
こ
〔
の
敎
え
〕
は
、
權
威
あ
る
傳

承
と
、
道
理
と
に
基
づ
き
、

ひ
と
え
に
、
自
己
の
淨
化
の
た
め
と
、

お
よ
び
般
若
と
信
解
と
善
行
の
實
踐
と
を

身
に
つ
け
た
人
々
を
攝
受
せ
ん
が
た
め
に

說
か
れ
た
。

若
思
了
義
論　

智
人
信
三
寶
。

由
智
信
二
根　

得
入
眞
如
觀
。
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要
約
し
て
言
え
ば
、
こ
の
一
偈
を
謳
わ
ん
が
た
め
に
、
眞
諦
は
『
寶
性
論
』
末
の
「
十
三
頌
」
を
引
用
し
た
と
は
言
い
得
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
檢
證
が
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
眞
諦
の
所
說
の
基
本
に
は
、「
信
」
と
般
若
の
「
慧
」
を
重
視
す

る
思
想
が
あ
る
。
こ
の
二
能
力
は
、
佛
道
を
步
む
こ
と
を
志
す
意
思
を
抱
い
た
す
べ
て
の
人
が
生
得
的
に
具
備
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
次
節
に
お
い
て
は
、
大
乘
經
中
で
の
呼
び
掛
け
語
「
佛
子
よ
」
の
「
佛
子
」
に
つ
い
て
、
換
言
す
れ
ば
、
大
乘
の
菩

薩
道
を
步
む
「
菩
提
心
」
を
發
し
た
「
佛
子
」
に
つ
い
て
、
眞
諦
の
所
說
を
紹
介
す
る
。

三　
「
佛
子
」（jinaputra

）
と
し
て
の
大
乘
菩
薩

　

ま
ず
、
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
の
中
、「
佛
子
」
の
語
が
表
れ
る
の
は
次
の
三
個
所
の
み
で
あ
る
。

㈠ 

論
中
で
の
引
用
經
句
の
翻
譯
例）

18
（

。

「
如
『
十
地
經
』
中
、
佛
世
尊
言
、『
佛
子
、
三
界
者
唯
有
識
』。」（
大
正
三
一
・
一
八
二
下
）

㈡ 

論
中
の

言
「
得
生
十
方
諸
佛
如
來
家
」
に
對
す
る
釋

中
で
の
用
例
。

「
復
次
佛
子
有
五
。
義
一
願
樂
無
上
乘
爲
種
子
。
二
以
般
若
爲
母
。
三
以
定
爲
胎
。
四
以
大
悲
爲
乳
母
。
五
以
諸
佛
爲
父
。
由

此
等
義
故
說
得
生
佛
家
。」（
大
正
三
一
・
二
〇
六
中
）

㈢ 

論
中
の
用
語
、
か
つ
、
釋
中
で
の
語
義
理
解
。
こ
こ
で
は
「
諸
菩
薩
」
を
總
じ
て
「
佛
子
」
と
稱
す
る
と
い
う
理
解
が
第
一
に

示
さ
れ
て
い
る
。

「
論
曰
。
十
由
顯
現
差
別
。
謂
於
佛
子
大
集
輪
中
、
常
能
顯
現
、
爲
攝
受
正
法
。

釋
曰
。
諸
菩
薩
通
稱
佛
子
。
衆
多
菩
薩
聚
會
、
故
言
大
集
。
如
來
所
說
法
有
三
義
、
故
名
輪
。
一
能
上
下
、
二
未
得
能
得
已
得

能
守
、
三
能
從
此
到
彼
。
菩
薩
常
於
大
集
中
、
顯
現
示
不
破
僧
。
常
於
法
輪
中
、
顯
現
示
能
護
持
正
法
。
已
得
令
不
失
爲
攝
、
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未
得
令
得
爲
受
。
小
乘
則
無
此
事
。」（
大
正
三
一
・
二
一
〇
中
）

　

以
下
に
は
、
こ
の
內
、
㈡
の
箇
所
を
取
り
上
げ
る
。
な
お
、
本
稿
で
の
大
乘
菩
薩
な
る
表
現
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

字
通
り
の

四

字
術
語
は
登
場
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
菩
薩
は
自
乘
に
お
い
て
甚
深
廣
大
と
說
く
」
と
の
論
の

言
に
對
し
、
釋

中

に
お
い
て
「
大
乘
は
唯
是
れ
菩
薩
の
み
の
境
界
な
る
が
故
に
『
自
』
と
名
く
。
大
乘
に
乘
ず
れ
ば
能
く
菩
薩
を
し
て
淸
淨
な
ら
し
む
」

（
大
正
三
一
・
二
一
四
上
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、「
大
乘
菩
薩
」
の
略
稱
を
用
い
た
い
と
思
う
。

　

さ
て
、
圓
測
が
傳
え
る
に
は
、「
依
『
眞
諦
翻
譯
目
錄
』
云
、
陳
時
天
嘉
二
年
、
於
建
造
寺
譯
『
解
節
經
』
一
卷
、『
義
疏
』
四
卷
」

（『
解
深
密
經
疏
』
卷
一
、
續
藏
一
・
三
四
・
四
・
二
九
九
表
下
）
と
の
由
で
、
こ
れ
に
據
れ
ば
、
眞
諦
は
、『
攝
大
乘
論
釋
』
を
陳
の
天

嘉
四
年
、
西
曆
五
六
三
年
三
月
か
ら
翻
譯
開
始
す
る
直
前
に
、
す
で
に
『
解
節
經
』
を
翻
譯
し
、
併
せ
て
そ
の
『
義
疏
』
を
撰
述
し

終
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、後
の
撰
述
と
な
る
『
攝
大
乘
論
義
疏
』（
の
佚

）
で
の
考
え
方
を
も
っ
て
、眞
諦
に
よ
る
「
佛
子
」

に
つ
い
て
の
根
本
理
解
を
示
す
所
說
で
あ
る
と
我
々
は
捉
え
る
事
が
出
來
よ
う
。

　

で
は
、『
解
節
經
』
の
經

に
あ
る
「
皆
是
佛
子
」
に
對
す
る
注
解
の

言
と
比

對
比
し
て
示
す
。
併
せ
て
、『
攝
大
乘
論
』
の

中
で
最
も
引
用
が
多
用
さ
れ
る）

19
（

『
大
乘
莊
嚴
經
論
』
中
の
釋

（
二
箇
所
）
と
そ
れ
ぞ
れ
に
一
部
對
應
す
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
佚

欄
の
左
に
付
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
『
攝
大
乘
論
釋
』
で
は
、
菩
薩
が
「
唯
識
觀
」
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
果
と
し
て
、「
初
歡

地
に
入
る
」
こ
と
で
三

つ
の
結
果
（「
始
め
て
發
心
し
て
よ
り
修
行
し
て
此
の
時
に
至
ら
ん
こ
と
を
求
め
、
今
始
め
て
之
を
得
る
」、「
凡
夫
二
乘
の
位
を
捨

て
て
、始
め
て
菩
薩
の
眞
位
を
得
る
」、そ
し
て
、自
愛
を
捨
て
る
「
歡
」
と
他
愛
を
生
じ
る
「

」
の
「
歡

地
」
を
得
る
と
い
う
、

眞
諦
に
よ
っ
て
意
味
付
け
さ
れ
た
三
果
）、
そ
し
て
、「
法
界
に
通
逹
す
る
」、「
十
方
の
諸
佛
如
來
の
家
に
生
ず
る
」、「
一
切
の
衆
生

に
心
の
平
等
を
得
る
」、「
一
切
の
菩
薩
の
心
の
平
等
を
得
る
」「
一
切
の
諸
佛
如
來
の
心
の
平
等
を
得
る
」
と
い
う
、
以
上
八
種
の
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心
的
資
質
蓄
量
（「
資
量
」）
の
發
現
結
果
を
獲
得
す
る
と
い
う
解
釋
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
第
五
項
目
の
果
を
釋
す
る
末
尾
に
、
次
の

表
・
上
欄
の
【
本

】
が
、『
攝
大
乘
論
』
本

の
脈
絡
と
は
關
係
な
く
加
筆
／
翻
講
さ
れ
て
お
り
、「
此
等
の
義
に
由
る
が
故
に
、

佛
家
に
生
ず
る
こ
と
を
得
と
說
く
」
と
、
眞
諦
は
說
き
示
す
。
第
一
節
で
取
り
上
げ
た
、
宇
井
の
指
摘
す
る
佚

⑤
と
併
せ
、
こ
の

佚

⑧
の
場
合
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
場
合
は
、
少
な
く
と
も
「
唯
識
觀
」
の
實
踐
な
ど
と
は
ま
っ
た
く
關
係
が
な
い
譯
で
あ

る
か
ら
、
眞
諦
は
、
人
／
菩
薩
の
生
き
物
と
し
て
の
誕
生
と
い
う
現
象
を
捉
え
て
、「
識
」
や
「
根
」
が
備
わ
る
、
あ
る
い
は
發
現

す
る
段
階
を
思
案
し
な
が
ら
、「
佛
子
」
と
い
う
場
合
の
「
佛
」
や
「
識
」
を
巡
る
問
題
構
想
を
强
く
意
識
し
て
い
た
よ
う
に
私
に

は
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
以
下
の
對
比
か
ら
明
ら
か
な
樣
に
、
特
に
比
喩
表
現
に
お
い
て
、「
乳
母
」
を
直
喩
と
す
る
言
葉
が
、『
大

乘
莊
嚴
經
論
』
で
は
一
貫
し
て
「
大
悲
」
で
あ
る
に
も
關
わ
ら
ず
、
眞
諦
の
選
ぶ
用
語
が
、『
解
節
經
義
疏
』
佚

に
あ
る
「
慈
悲
」

か
ら
、『
攝
大
乘
論
義
疏
』
佚

に
あ
る
「
大
悲
」
へ
と
代
わ
る
の
は
、『
解
節
經
』
に
は
現
わ
れ
な
い
、『
攝
大
乘
論
』
本

に
あ

る
「
法
身
」
の
「
業
」
を
明
か
す
所
論
に
據
る
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

【
本

】『
攝
大
乘
論
釋
』
の
釋

復
次
佛
子
有
五
義
。
一
願
樂
無
上
乘
爲
種
子
、
二
以
般
若
爲
母
、
三

以
定
爲
胎
、
四
以
大
悲
爲
乳
母
、
五
以
諸
佛
爲
父
。（
大
正

三
一
・
二
〇
六
中
）

眞
諦
釋
云
、
成
衆
生
身
必
具
五
事
。
一
父
、
二
種
子
、
三
母
、
四
胎
處
、

五
乳
母
。

父
是
出
子
之
根
本
、
故
先
明
父
、

父
之
遺
體
以
爲
身
種
子
、
故
第
二
明
種
子
、

【
本

】『
解
節
經
』
の
經

皆
是
佛
子
。
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こ
の
中
、「
佛
子
の
五
義
」
と
い
う
眞
諦
が
立
て
た
話
題
は
、「
佛
子
」
と
い
う
表
現
に
意
義
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
比
喩
的

に
五
つ
の
評
價
內
容
を
立
て
た
場
合
、
第
一
義
的
に
考
え
る
の
は
、「
父
」
の
存
在
な
の
か
、「
母
」
の
授
乳
行
爲
な
の
か
と
い
う
觀

點
に
整
理
し
て
捉
え
な
お
し
て
み
よ
う
と
い
う
着
想
の
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
思
索
の
繰
り
返
し
の
結
果
、
父

雖
有
種
子
、
若
無
母
懷
姙
、
不
得
成
身
、
故
第
三
明
母
、

母
雖
懷
之
若
無
胎
裏
亦
不
成
身
、
胎
是
安
身
之
處
、
故
第
四
明
胎
處
、

出
生
以
後
若
無
乳
母
飮
養
卽
不
成
身
、
故
第
五
明
乳
母
。

佛
子
亦
爾
、
有
五
緣
勝
。

一
者
父
勝
、
諸
佛
世
尊
爲
其
父
故
、

二
種
子
勝
、
以
菩
提
心
爲
種
子
故
、

三
生
母
勝
、
以
其
波
若
爲
生
母
故
、

四
胎
藏
勝
、
以
福
智
住
持
爲
胎
藏
故
、

五
乳
母
勝
、
以
大
悲
長
養
爲
乳
母
故
。

（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
一
、
續
藏
一
・
三
四
・
四
・
三
一
七
裏
上
、

新
續
二
一
・
一
九
七
中
）

復
次
由
此
勇
猛
、
彼
諸
佛
子
、
恒
得
善
生
。
偈
曰
。

發
心
與
智
度
、
聚
滿
亦
大
慈
、
種
子
及
生
母
、
胎
藏
乳
母
勝
。

釋
曰
。
菩
薩
善
生
、
有
四
義
。
一
者
種
子
勝
、
以
菩
提
心
爲
種
子
故
。

二
者
生
母
勝
、
以
般
若
波
羅
蜜
爲
生
母
故
。
三
者
胎
藏
勝
、
以
福
智

二
聚
住
持
爲
胎
藏
故
。
四
者
乳
母
勝
、
以
大
悲
長
養
爲
乳
母
故
。

（『
大
乘
莊
嚴
經
論
』
卷
一
、
大
正
三
一
・
五
九
三
中
）

眞
諦
記
（
す
な
わ
ち
、『
解
節
經
義
疏
』
―
筆
者
注
）
云
、佛
子
有
五
義
。

一
種
子
義
、
謂
信
樂
大
乘
、
能
爲
得
佛
種
子
。

二
母
義
、
謂
般
若
度
能
生
佛
法
、
故
名
爲
母
。

三
胎
處
義
、
菩
薩
禪
定
是
住
處
、
故
名
胎
處
。

四
乳
母
義
、
謂
能
長
養
菩
薩
、
令
得
成
道
、
故
說
慈
悲
爲
乳
母
。

五
似
父
義
。
謂
從
初
地
乃
至
佛
地
、
轉
依
似
佛
、
故
言
似
父
。

卽
呼
解
節
菩
薩
爲
「
佛
子
」
也
。

（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
二
、
續
藏
一
・
三
四
・
四
・
三
二
四
表
上
、

新
續
二
一
・
二
〇
四
上
）

釋
曰
。
生
勝
由
四
義
者
、
一
種
子
勝
、
信
大
乘
法
爲
種
子
故
。
二
生

母
勝
、
般
若
波
羅
蜜
爲
生
母
故
。
三
胎
藏
勝
、
大
禪
定
樂
爲
胎
藏
故
。

四
乳
母
勝
、
大
悲
長
養
爲
乳
母
故
。

　
（『
大
乘
莊
嚴
經
論
』
卷
二
、
大
正
三
一
・
五
九
六
中
）
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親
の
存
在
に
似
る
こ
と
を
第
一
義
的
に
見
る
『
解
節
經
義
疏
』
か
ら
、
父
親
存
在
よ
り
も
、
般
若
の
智
慧
を
生
み
出
し
た
母
親
の
授

乳
行
爲
に
譬
え
る
こ
と
の
で
き
る
「
大
悲
」
を
第
一
義
的
に
見
る
『
攝
大
乘
論
義
疏
』
の
考
え
方
へ
と
展
開
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
と
想
像
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
推
察
を
根
據
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
典
據
と
し
て
は
、『
攝
大
乘
論
』
本

の
中
に
、
唯
一
對
比

で
き
る
、「
法
身
」
の
働
き
と
し
て
の
五
つ
の
「
業
」
に
つ
い
て
の
所
論
が
あ
る
と
い
う
點
の
み
で
あ
る
。
以
下
に
述
べ
る
通
り
で

あ
る
。

　
『
攝
大
乘
論
』
最
終
第
十
章
（『
攝
大
乘
論
釋
』「
釋
智
差
別
勝
相
」）
の
主
た
る
テ
ー
マ
は
、「
法
身
」（dharm

akāya

）
の
「
十
義
」

で
あ
る
。
そ
の
第
十
が
「
法
身
業
」
で
あ
る
。
五
つ
の
業
（karm

an

）
が
論
說
さ
れ
る
が
、こ
の
「
五
業
」
の
第
一
を
、眞
諦
は
「
大

悲
力
」
と
呼
ぶ
。「
大
悲
」
で
は
な
く
、「
大
悲
力
」
と
の
語
が
、『
攝
大
乘
論
釋
』
の
中
で
初
出
す
る
箇
所
で
も
あ
る
。
以
下
、
脈

絡
が
理
解
で
き
る
範
圍
で
、
簡
略
に
當
該
個
所
（
大
正
三
一
・
二
六
四
中
）
を
擧
げ
る
。

論
曰
。
復
次
、
諸
佛
法
界
、
恒
時
應
見
有
五
業）

20
（

。

釋
曰
。
此
中
、
應
明
法
身
業
。
而
言
諸
佛
法
界
者
、
欲
顯
法
身
、
含
法
界
五
義
故
、
轉
名
法
界
。
五
義
者
、
…
（
中
略
）
… 

。

由
法
身
含
法
界
五
義
、
諸
菩
薩
、
應
見
法
身
恒
與
五
業
相
應
、
無
時
暫
離
。

論
曰
。
一
、
救
濟
災
橫
爲
業
。
由
唯
現
盲
聾
狂
等
疾
惱
災
橫
能
滅
除
故
。

釋
曰
。
此
明
大
悲
力
。
若
定
業
報
衆
生
、
如
來
於
中
則
無
自
在
。
此
如
前
釋
。
若
不
定
業
報
、
或
現
在
過
失
、
或
有
對
治
業
、

如
此
衆
生
、
若
至
佛
所
、
如
來
作
意
及
不
作
意
、
皆
能
令
離
此
等
災
橫
。

こ
こ
で
言
う
「
大
悲
力
」
に
續
き
、
順
次
、「
正
行
力
」、「
威
德
力
」、「
方
便
力
」、「
眞
實
敎
力
」
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
、
こ
の
「
五

業
」
で
あ
る
と
眞
諦
は
說
き
示
す
。
こ
の
「
法
身
」
の
「
五
業
」
を
五
つ
の
力
で
解
釋
す
る
の
は
、
眞
諦
の
所
說
で
あ
る
。
眞
諦
自



眞諦撰『攝大乘論義疏』佚 に見る「佛子」としての大乘菩薩についての眞諦說

219

身
の
言
葉
を
持
っ
て
『
攝
大
乘
論
』
本

が
解
釋
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
、『
解
節
經
義
疏
』
の
「
慈
悲
」
の
語
が
『
攝
大
乘
論
義
疏
』

の
「
大
悲
」
の
語
へ
と
轉
換
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
連
動
し
て
お
り
、
眞
諦
の
思
索
が
深
ま
り
行
く
展
開
過
程
を
暗
示
し
て
い
る
、

と
は
言
い
得
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

か
く
し
て
本
稿
は
、
今
後
、
眞
諦
の
思
想
を

獻
學
的
に
考
察
し
て
行
く
た
め
に
は
、
複
雜
で
錯
綜
と
し
た
敎
義
解
釋
上
の
諸
說

を
分
析
す
る
に
先
立
ち
、
ま
ず
基
本
と
し
て
、
眞
諦
に
は
「
信
」
と
般
若
の
「
慧
」
を
重
視
す
る
思
想
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ

の
思
想
の
許
に
、「
大
悲
」
が
長
養
し
續
け
る
「
佛
子
」
と
し
て
の
大
乘
菩
薩
の
姿
が
眞
諦
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
、
こ
れ
ら
二
點
を
確
認
し
た
に
止
ま
る
。

注

（
1
） 

大
正
三
一
・
一
一
二
中
〜
一
一
三
中
、
竝
び
に
、
當
該
本

の
異
錄
で
あ
る
「
攝
大
乘
論
釋
序
」（
大
正
三
一
・
一
五
二
下
〜
一
五
三
中
）
を
參

照
。
續
く
本
稿
に
お
け
る
譯
出
・
撰
述
年
代
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
慧
愷
が
錄
し
た
記
述
、「
辰
次
昭
陽
、
歲
維
協
洽
、
月
旅
姑
洗
、
神
紀
句

。
於
廣
州
制
旨
寺
、
便
就
翻
譯
。
…
（
中
略
）
… 

愷
謹
筆
受
、
隨
出
隨
書
、
一
章
一
句
、
備
盡
硏
竅
、
釋
義
若
竟
、
方
乃
著

。
…
（
中
略
）

… 

卽
以
某
（「
某
」
は
、
異
錄
に
あ
る
「
其
」
に
訂
正
）
年
樹
檀
之
月
、

義
俱
竟
。
本
論
三
卷
。
釋
論
十
二
卷
。
義
疏
八
卷
。
合
二
十
三
卷
。」

に
よ
る
。
こ
の
中
、「
辰
次
昭
陽
、
歲
維
協
洽
、
月
旅
姑
洗
、
神
紀
句

」
の
四
句
で
、「
癸
未
（
陳
の
天
嘉
四
年
、
五
六
三
）
三
月
」
と
讀

む
こ
と
は
、
船
山
徹
准
敎
授
（
當
時
）
を
代
表
と
す
る
人

硏
の
共
同
硏
究
（
通
稱
「
眞
諦
班
」）
の
過
程
で
、「
攝
大
乘
論
序
」
の
解
讀
を

擔
當
さ
れ
た
麥
谷
邦
夫
敎
授
の
敎
示
に
よ
る
。
典
據
は
次
の
通
り
。
す
な
わ
ち
、『
爾
雅
』
釋
天
「
大
歲
在
甲
曰
閼
逢
、
在
乙
曰
旃
蒙
、
在
丙



220

曰
柔
兆
、
在
丁
曰
强
圉
、
在
戌
曰
著
雍
、
在
己
曰
屠
維
、
在
庚
曰
上
章
、
在
辛
曰
重
光
、
在
壬
曰
玄
默
、
在
癸
曰
昭
陽
。
大
歲
在
寅
曰
攝
提
格
、

在
卯
曰
單
閼
、
在
辰
曰
執
徐
、
在
巳
曰
大
荒
落
、
在
午
曰
敦

、
在
未
曰
協
洽
、
在
申
曰

灘
、
在
酉
曰
作
噩
、
在
戌
曰
閹
茂
、
在
亥
曰
大

淵
獻
、
在
子
曰
困
敦
、
在
丑
曰
赤
奮
若
」。
竝
び
に
、『
禮
記
』
月
令
「
季
春
之
月
、
…
… 

其
神
句

 

…
… 

律
中
姑
洗
」。
ま
た
、
同
樣
に
、「
樹

檀
之
月
」
に
つ
い
て
は
、『
准
南
子
』
時
則
訓
「
十
月
官
司
馬
、
其
樹
檀
」。

（
2
） 『
續
高
僧
傳
』
の
眞
諦
傳
中
の
一

「
自
諦
來
東
夏
、
雖
廣
出
衆
經
、
偏
宗
攝
論
」（
大
正
五
〇
・
四
三
〇
中
）。
和
譯
は
、
諏
訪
義
純
・
中
嶋

隆
藏
譯
『
大
乘
佛
典 

中
國
・
日
本
篇 

14 

高
僧
傳
』（
中
央
公
論
社
一
九
九
一
）
五
五‒

五
六
頁
に
よ
る
。
ま
た
、
本
邦
に
お
け
る
最
初
期
の

眞
諦
硏
究
書
で
あ
る
、
宇
井
伯
壽
に
よ
る
「
眞
諦
三
藏
傳
の
硏
究
」（『
印
度
哲
學
硏
究 

第
六
』
岩
波
書
店
一
九
三
〇
年
所
載
）
の
冒
頭
個
所

で
は
、
眞
諦
の
傳
記
に
關
す
る
諸
資
料
を
取
扱
う
上
で
の
留
意
點
に
つ
い
て
、
現
存
す
る
中
で
最
も
珍
重
す
べ
き
は
、「
第
一
種
：
慧
愷
『
大

乘
唯
識
論
後
記
』（
五
六
三
年
作
）、同
『
攝
大
乘
論
序
』（
五
六
四
年
作
）、同
『
俱
舍
論
序
』（
五
六
七
年
作
）、同
『
律
二
十
二
明
了
論
後
記
』

（
五
六
八
年
作
）」
で
あ
り
、
多
少
詳
細
に
述
べ
て
い
る
も
の
と
し
て
、「
第
二
種
：
費
長
房
『
歷
代
三
寶
記
』（
五
九
七
年
）、
道
宣
『
大
唐
內

典
錄
』（
六
六
四
年
）、
同
『
續
高
僧
傳
』（
六
四
五‒

六
六
四
年
）、
靖
邁
『
古
今
釋
經
圖
紀
』（
六
四
八
〜
六
六
四
年
）」
な
ど
を
擧
げ
る
こ
と

が
で
き
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
諸
資
料
の
內
、
宇
井
は
、
ま
ず
『
續
高
僧
傳
』
中
の
眞
諦
傳
の

を
中
心
と
し
て
考
察
を
行
っ
て

い
る
。
そ
こ
で
本
稿
も
、慧
愷
の
『
攝
大
乘
論
序
』
に
續
き
、道
宣
の
『
續
高
僧
傳
』
に
傳
え
ら
れ
る
、眞
諦
に
よ
る
『
攝
大
乘
論
』
の
講
義
・

翻
譯
に
關
す
る
言
及
の
中
で
、
特
に
注
目
す
べ
き
一

を
取
り
上
げ
た
。
天
嘉
四
年
（
五
六
三
年
）、『
唯
識
論
』
が
譯
し
終
え
ら
れ
た
三
月
、

引
き
續
い
て
『
攝
大
乘
論
』
の
翻
譯
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。
な
お
宇
井
は
、
簡
潔
に
こ
う
述
べ
る
。「
眞
諦
三
藏
が
攝
大
乘
論
俱
舍
論
を
以
て

殆
ど
生
命
と
な
し
、
殊
に
前
者
を
以
て
來
支
の
本
懷
と
し
た
も
の
な
る
こ
と
は
數
々
傳
へ
ら
る
る
所
で
あ
る
」
と
。
上
揭
書
四
六
頁
。

（
3
） 

吉
藏
の
場
合
、
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
』
世
親
釋
の
釋

を
出
發
點
と
し
て
展
開
し
た
と
思
わ
れ
る
眞
諦
の
所
說
に
つ
い
て
、
以
下
、
㈠
〜
㈣

の
通
り
、
今
に
傳
え
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
所
說
は
、
眞
諦
の

言
通
り
の
引
用
で
は
な
い
。『
攝
大
乘
論
義
疏
』
を
典
據
と
し
て
眞
諦
說

と
見
做
さ
れ
て
い
た
所
說
も
含
ま
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
佚

と
の
表
現
を
用
い
ず
、
便
宜
的
に
「『
攝
大
乘
論
義
疏
』
の

大
意
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
現
時
點
で
我
々
（
船
山
硏
究
班
）
が
確
認
し
得
た
限
り
、吉
藏
が
取
り
上
げ
る
『
攝
大
乘
論
義
疏
』
の
大
意
は
、

以
下
の
四
つ
の
テ
ー
マ
箇
所
で
あ
る
。
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㈠ 

眞
諦
三
藏
釋
『
攝
大
乘
論
』
意
、「
十
行
第
六
心
去
、
則
三
界
外
受
生
」。
經
論
不
同
、
難
可
詳
定
也
。

 

（『
法
華
義
疏
』
卷
七
、
大
正
三
四
・
五
四
三
下
）

　
　

㈡ 
依
三
藏
釋
『
攝
大
乘
』
及
『
仁
王
經
』
並
云
、「
十
行
菩
薩
斷
惑
、
與
二
乘
齊
、
卽
十
行
之
人
爲
大
力
菩
薩
也
」。

 

（『
勝
鬘
寶
窟
』
卷
中
末
、
大
正
三
七
・
四
九
中
）

 

　

な
お
、
同
『
勝
鬘
寶
窟
』
の
中
で
は
、
同
じ
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
所
說
が
次
の
樣
に
傳
え
ら
れ
て
い
る
。「
若
如
三
藏
云
、『
十
行

第
六
心
斷
惑
、
與
二
乘
齊
。
未
與
二
乘
齊
已
來
、
並
受
分
段
身
也
。』」、「
若
依
三
藏
、『
十
信
伏
見
諦
、
十
解
斷
見
諦
、
十
解
伏
思
惟
、

十
行
斷
思
惟
、
從
十
行
第
七
心
去
伏
無
明
及
四
住
習
、
從
初
地
已
去
斷
無
明
四
住
習
。』」（
大
正
三
七
・
四
九
上
、
五
一
中
）

 

　
『
法
華
統
略
』
の
中
で
も
、「
十
信
・
十
解
・
十
行
・（
十
迴
向
）・
十
地
」
に
つ
い
て
の
同
樣
の
所
說
が
引
か
れ
る
。「
依
眞
諦
師
意
、

『
十
信
但
伏
見
諦
。
十
解
則
斷
見
諦
惑
、
伏
修
惑
。
至
十
行
第
六
心
、
斷
修
惑
盡
、
與
二
乘
齊
。
十
行
第
七
心
已
去
、
伏
四
住
習
及
無

明
也
。
初
地
已
去
、
斷
四
住
習
及
無
明
也
。』」（『
法
華
統
略
』
卷
下
本
、
菅
野
博
史
『
法
華
經
注
釋
書
集
成
七　

法
華
統
略　

下
』
大

藏
出
版
、
二
〇
〇
〇
、七
二
六
〜
七
二
七
參
照
）

　
　

㈢ 

『
攝
大
乘
論
疏
』、
三
義
釋
之
。
具
般
若
故
名
「
菩
薩
」、
具
大
悲
故
名
「
摩
訶
薩
」。
具
實
慧
故
名
「
菩
薩
」、
具
方
便
慧
故
名
「
摩
訶
薩
」。

具
智
慧
故
名
「
菩
薩
」、
具
福
德
故
名
「
摩
訶
薩
」。 

（『
法
華
義
疏
』
卷
一
、
大
正
三
四
・
四
六
一
中
）

　
　

㈣ 

眞
諦
三
藏
翻
『
攝
大
乘
』
明
三
種
授
記
。
一
當
得
記
、
從
外
凡
至
十
迴
向
當
得
佛
。
二
加
行
記
、
初
地
至
七
地
增
衆
行
。
三
圓
滿
記
、
八

地
至
佛
地
。
又
有
三
種
。
一
時
節
記
、
三
十
四
阿
僧
祇
劫
。
二
修
行
記
、
謂
修
十
度
。
三
究
竟
記
、
至
於
萬
德
。
初
又
有
三
。
一
遠
因
記
、

外
凡
至
十
行
、
去
佛
遠
。
二
近
因
記
、
十
迴
向
已
上
、
去
佛
近
。
三
至
得
記
、
初
地
已
上
、
得
法
身
理
也
。
次
修
行
記
亦
三
。
一
外
道
種
、

謂
十
信
。
二
成
就
、
卽
三
十
心
。
三
解
脫
、
初
地
已
上
也
。
次
究
竟
記
有
四
。
一
化
主
、
二
處
所
、
三
大
衆
、
四
說
法
也
。
三
藏
亦
出
『
中

阿
含
』
及
薩
婆
多
義
、
明
凡
欲
至
佛
、
要
三
僧
祇
行
行
。
初
僧
祇
行
行
、
猶
退
爲
小
乘
、
曰
不
定
位
。
次
二
僧
祇
行
、
行
不
退
、
曰
定
位
。

三
僧
祇
斷
見
思
惑
、
堪
授
記
。
今
未
詳
此
釋
與
釋
論
及
舊
出
小
乘
義
不
相
應
也
。

 
（『
法
華
玄
論
』
卷
七
、
大
正
三
四
・
四
二
〇
下
〜
四
二
一
上
）

 

以
上
の
如
く
、
眞
諦
の
所
說
と
し
て
傳
わ
る
大
意
の
多
く
か
ら
は
、
眞
諦
や
吉
藏
、
竝
び
に
、
圓
測
な
ど
の
生
き
た
時
代
、
南
朝
梁
か
ら
初
唐
、



222

大
凡
西
曆
六
・
七
世
紀
頃
の
中
國
佛
敎
界
の
中
で
新
た
に
展
開
し
た
佛
道
、中
で
も
菩
薩
道
を
修
め
る
上
で
の
修
業
の
階
位
と
し
て
の
「
行
位
」

に
係
わ
る
見
解
が
、
敎
義
上
の
內
容
と
し
て
、
最
も
多
く
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
別
途
論
述
す
る
機
會
を
得
た
の
で
、
本
稿
で

は
詳
し
く
は
觸
れ
な
い
。
平
成
一
九
年
度
〜
二
二
年
度
科
學
硏
究
費
補
助
金
（
基
盤
硏
究(B

)

）
硏
究
成
果
報
吿
書
『
中
國
印
度
宗
敎
史
と
く

に
佛
敎
史
に
お
け
る
書
物
の
流
通
傳
播
と
人
物
移
動
の
地
域
特
性
』（
硏
究
代
表
者
：
船
山
徹
、
課
題
番
號
：
一
九
三
二
〇
〇
一
〇
）
の
中
で
、

「
眞
諦
に
よ
る
佛
敎
敎
義
理
解
の
一
側
面
―
圓
測
作
『
仁
王
經
』
所
引
の
『
本
記
』
に
傳
え
ら
れ
る
眞
諦
の
說
と
、「
今
解
不
爾
」
と
の
表
現

で
示
さ
れ
る
圓
測
に
よ
る
解
說
の
比

檢
討
を
通
じ
て
―
」
と
題
し
て
報
吿
し
た
の
で
參
照
頂
き
た
い
。
併
せ
て
、當
該
報
吿
書
の
中
、特
に
、

「
吉
藏
に
お
け
る
眞
諦
所
說
の
引
用
―
そ
の
覺
え
書
き
―
」
と
題
す
る
、
中
西
啓
子
敎
授
の
論
考
を
參
照
頂
き
た
い
。

 

　

こ
の
報
吿
書
の
中
で
言
及
し
た
點
で
あ
る
が
、
圓
測
が
「
梁
朝
攝
論
」
を
引
證
し
つ
つ
、
眞
諦
に
よ
る
『
攝
大
乘
論
』
世
親
「
釋
」
の
一

段
落
を
、「
眞
諦
自
案
」
と
の
表
現
を
も
っ
て
「
不
爾
」
と
明
言
す
る
個
所
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
論
に
對
す
る
世
親
（Vasubandhu

、
西

曆
四
〇
〇
年
頃
）
に
よ
る
「
釋
」

か
ら
の
翻
譯
な
ど
で
は
な
く
、
眞
諦
の
自
說
が
そ
の
ま
ま
「
釋
」
の

言
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
圓

測
は
指
摘
す
る
。
圓
測
撰
『
仁
王
經
疏
』
の
中
、『
仁
王
經
』
固
有
の
術
語
で
あ
る
「
三
伏
忍
位
」
に
つ
い
て
解
說
を
す
る
個
所
（
大
正

三
三
・
三
八
六
中
〜
三
八
七
上
）
の
中
で
、次
の
樣
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「（
前
略
）
彼
『
釋
論
』〔
す
な
わ
ち
、梁
の
『
攝
論
』│
筆
者
注
〕
云
。

願
樂
行
人
、
自
有
四
種
。
謂
、
十
信
、
十
解
、
十
行
、
十
迴
向
、
如
須
陀

前
、
有
四
方
便
。
廣
說
如
彼
。
…
（
中
略
）
… 

又
、
彼
所
引
、

願
樂
位
中
、
四
種
人
者
、
眞
諦
自
案
。
非
論
正

。
由
斯
大
唐
世
親
『
論
本
』、
及
大
業
本
、
皆
無
此

。
故
三
釋
中
、
後
說
爲
正
。
順
諸
聖

敎
、
不
違
道
理
。（
下
略
）」 

こ
こ
で
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
卷
第
一
一
に
見
え
る
「
釋
曰
、（
中
略
）
願
樂
行

の
人
に
自
ら
四
種
有
り
。
謂
く
、
十
信
、
十
解
、
十
行
、
十
迴
向
な
り
。
菩
薩
の
聖
道
に
四
種
の
方
便
有
り
と
爲
す
が
故
に
四
人
有
り
。
須

陀

の
前
に
四
種
の
方
便
有
る
が
如
く
、
此
の
四
人
を
願
樂
行
地
と
名
づ
け
云
々
」（
大
正
三
一
・
二
二
九
中
。
た
だ
し
、
書
下
し

は
『
國

譯
一
切
經
』
に
よ
る
。）
と
の
「
釋
」

で
あ
る
。
圓
測
は
、
こ
の

が
、
唐
の
玄
奘
譯
の
も
の
（「
大
唐
世
親
『
論
本
』」）
に
も
、
隋
の
大

業
年
閒
、
行
矩
な
ど
と
共
に
北
天
竺
出
身
の
逹
磨
笈
多
三
藏
に
よ
っ
て
再
譯
さ
れ
た
も
の
（「
大
業
本
」）
に
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
、

眞
諦
が
自
ら
翻
案
・
案
出
し
た
所
說
に
過
ぎ
な
い
と
斷
じ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
も
そ
も
「
十
信
、
十
解
、
十
行
、
十
迴
向
」
と
い
う
「
行
位
」
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と
し
て
の
精
神
階
梯
の
順
位
を
表
わ
す
術
語
は
、
古
典
イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
佛
敎

化
圈
の
用
語
と
し
て
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、

無
著
で
あ
れ
世
親
で
あ
れ
用
い
る
は
ず
の
な
い
術
語
で
あ
る
。

 
　

眞
諦
の
「
行
位
」
に
つ
い
て
の
所
說
や
六
朝
隋
唐
時
代
に
展
開
す
る
修
業
道
な
ど
に
つ
い
て
、詳
し
く
は
、船
山
徹
「
地
論
宗
と
南
朝
敎
學
」

『
北
朝
隋
唐 

中
國
佛
敎
思
想
史
』（
法
藏
館
二
〇
〇
〇
年
）
所
載
論

、同
氏
「
聖
者
觀
の
二
系
統
―
六
朝
隋
唐
佛
敎
史
鳥
瞰
の
一
試
論
―
」『
三

敎
交
涉
論
叢
』（
京
都
大
學
人

科
學
硏
究
所
二
〇
〇
五
年
）
所
載
論

を
參
照
頂
き
た
い
。

（
4
） 

宇
井
伯
壽
『
攝
大
乘
論
硏
究
』
岩
波
書
店
一
九
三
五
年
、
所
收
論

。

（
5
） 

參
考
ま
で
に
、
翻
譯
用
語
の
對
照
表
を
擧
げ
る
。
數
字
は
列
擧
順
。
丸
括
弧
內
は
、
隋
譯
・
唐
譯
の
順
。

陳 

眞
諦
譯 『
攝
大
乘
論
釋
』（
世
親
釋
）

大
正
三
一
・
二
六
三
上

隋 

笈
多
（
行
矩
な
ど
と
の
共
）
譯

『
攝
大
乘
論
釋
論
』（
世
親
釋
）

大
正
三
一
・
三
一
八
上

唐 

玄
奘
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』（
世
親
釋
）

大
正
三
一
・
三
七
七
上

1. 

金
（suvarṇa

）

2. 

銀
（rūpya

）

3. 

瑠
璃
（vaiḍūrya

）

1. 

金

2. 

銀

3. 

瑠
璃

1. 

金

2. 

銀

3. 

瑠
璃

4. 

摩
沙
羅

　
（m

usāra-(/m
asāra-)galva

）

5. 

阿
輸
摩
竭

　
（aśm

a-garbha

）

6. 

因
陀
羅
尼
羅

　
（indra-nīla

）

7. 

盧
嬉
胝
柯
目
多

　
（lohita-m

uktikā

）

(4) 
珊
瑚
（pravāḍa

）

5.

↓(5) 
馬
瑙
（aśm

a-garbha

）、

　
　
　

  
竝
是
石
所
攝
。

4.

↓(6) 

末
羅
羯
多
〔
玉
之
類
、
綠
色
〕、

　
　
　

  

竝
是
石
所
攝
。

7.

↓(7) 

應
知
赤
寶
者
、
謂
赤
眞
珠

　
　
　

 

（lohita-m
uktikā

）。

4.

↓(4) 

牟
娑
洛
寶

5.( +4.)

↓(5) 

遏
濕
摩
揭
婆
寶
。舉
此
應
知
、

卽
舉
末
羅
羯
多
等
寶
。

7.

↓(6) 

赤
眞
珠
寶

 (7) 

羯
雞
怛
諾
迦
寶

　

 

（karketana 

猫
目
石
）

 

　

な
お
、‘m

usāragalva’

に
つ
い
て
は
、「
車
渠
」
と
譯
さ
れ
貝
類
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
來
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
翻
譯
資
料
對
比
か
ら
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知
ら
れ
る
通
り
、
隋
譯
『
攝
大
乘
論
釋
論
』
に
は
「
貝
」
で
は
な
く
「
石
」
と
し
て
の
說
明
が
あ
る
。
こ
の
情
報
の
正
確
さ
に
つ
い
て
は
、

平
成
一
七
年
度
〜
平
成
一
九
年
度
日
本
學
術
振
興
會
科
學
硏
究
費
補
助
金
基
盤
硏
究
（C

）（
課
題
番
號
：17520052

）
硏
究
成
果
報
吿
書
『
グ

プ
タ
朝
期
に
お
け
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
敎
學
と
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
敎
義
解
釋
硏
究
』
の
中
で
指
摘
し
た
。A

run K
um

ar B
isw

as

が
、“G

em
s 

and M
inerals,” H

istory of Technology in India,  Vol.I, ed. by A
 K

 B
ag, N

ew
 D

elhi 1997

（
特
に
二
四
二
頁
）
の
中
で
、
エ
ジ
プ
ト
產
の
エ

メ
ラ
ル
ド
で
あ
ろ
う
と
の
說
を
立
て
て
い
る
。

（
6
） 

な
お
、
こ
れ
ら
の
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
本

箇
所
、
す
な
わ
ち
、
經

引
用
箇
所
は
、「
眞
諦
譯
・
笈
多
譯
・
玄
奘
譯
・
チ
ベ
ッ
ト
譯
の

四
譯
が
一
致
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
、岩
田
諦
靜
「
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
世
親
釋
』
に
お
け
る
增
廣
部
分
の
檢
討
㈠ 

―
釋
依
止
勝
相
品
（
所

知
依
章
）
―
」『
身
延
論
叢
』（
二
〇
〇
〇
年
）
第
五
卷
、
一
〇
八
〜
一
一
三
頁
を
參
照
。
竝
び
に
、
同
氏
「「
世
親
造
『
攝
大
乘
論
釋
』
所
知

依
章
の
漢
藏
對
照
（
一
）」『
法
華

化
硏
究
』（
一
九
九
二
年
）
第
一
八
卷
、
三
六
〜
三
九
頁
も
參
照
。

（
7
） 

岩
田
諦
靜
「
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
世
親
釋
』
に
お
け
る
增
廣
部
分
の
檢
討
㈤ 

―
釋
依
止
勝
相
品
（
所
知
依
章
）
―
」『
身
延
論
叢
』（
二
〇
〇
八

年
）
第
一
三
卷
、
三
頁
參
照
。

（
8
） 

因
み
に
、A

bhidharm
akośabhāṣya, C

hap. III: loka-nirdeśa, v.19

に
對
す
る
眞
諦
譯
『
阿
毘
逹
磨
俱
舍
釋
論
』
の
該
當
箇
所
を
參
考
ま
で

に
擧
げ
て
置
く
。「
初
名
柯
羅
邏
、
次
生
頞
浮
陀
、
從
此
生
俾
尸
、
俾
尸
生
伽
那
、
伽
那
生
捨
佉
、
及
髮
毛
爪
等
、

有
色
諸
根
、
次
第
生
身

分
。
此
五
位
皆
在
胎
內
。」（
大
正
二
九
・
二
〇
四
下
）

（
9
） 

詳
し
く
は
、
室
寺
義
仁
「
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
に
よ
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
槪
念
の
受
容
と
そ
の
應
用
」『
高
野
山
大
學
論
叢
』（
一
九
九
三
年
）
第

二
八
卷
、
特
に
、
四
二
〜
四
三
頁
を
參
照
頂
き
た
い
。
併
せ
て
、Lam

bert Schm
ithausen, Ā

layavijñāna. O
n the O

rigin and the E
arly 

D
evelopm

ent of a C
entral C

oncept of Yogācāra P
hilosophy, P

art I: Text, P
art II: N

otes, B
ibliography and Indexes, Tokyo: The 

 International Institute for B
uddhist Studies, 1987, repr. 2007, 

特
にnote 239

を
參
照
。

（
10
） 

次
の
眞
諦
撰
『
解
節
經
義
疏
』
佚

を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

 

眞
諦
記
云
、
五
識
境
名
「
相
繫
縛
」。
意
識
境
名
「
麁
重
繫
縛
」。
又
「
衆
相
繫
縛
」
卽
分
別
性
、「
麁
重
繫
縛
」
謂
依
他
性
。
又
解
、
一

切
苦
諦
名
「
衆
相
繫
縛
」、
由
解
脫
得
離
故
。
一
切
集
諦
名
「
麁
重
繫
縛
」、
由
道
所
滅
故
。
廣
說
如
彼
。
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（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
二
〔

注
〕、
續
藏
一
・
三
四
・
四
・
三
四
五
表
上
、
新
續
二
一
・
二
二
五
上
）

 
こ
こ
で
は
、「
繫
縛
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、「
結
」（* bandhana

。
玄
奘
譯
で
は
「
縛
」、yojana

が
「
結
」）
の
語
と
同
義
と
推
察

さ
れ
る
。
眞
諦
に
よ
れ
ば
、「
相
結
」・「
相
繫
縛
」
と
は
、「
分
別
執
相
」（* parikalpitalakṣaṇa

、
玄
奘
譯
で
「
遍
計
所
執
相
」）
で
あ
り
、

一
切
の
六
識
と
心
所
と
が
外
的
對
象
を
所
緣
と
し
て
、「
こ
れ
有
り
」
と
の
分
別
を
起
こ
す
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
11
） 

た
だ
、
本
稿
第
三
節
で
は
、
菩
薩
が
「
唯
識
觀
」
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
結
果
の
一
つ
と
し
て
「
初
歡

地
に
入
る
」
こ
と
に

言
及
す
る
。
そ
こ
で
、
關
連
す
る
『
攝
大
乘
論
義
疏
』
佚

を
擧
げ
て
置
き
た
い
。「
大
悲
」
と
無
分
別
智
と
の
「
悲
・
智
」
の
二
要
素
が
所

說
に
表
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
眞
諦
は
『
攝
大
乘
論
』
の
「
四
種
涅
槃
」
說
を
注
解
し
て
、
凡
夫
の
類
型
に
引
き
寄
せ
て
「
自
性

淸
淨
涅
槃
」
を
設
定
す
る
が
、
こ
れ
を
菩
薩
道
の
結
果
と
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。「
無
餘
涅
槃
・
有
餘
涅
槃
・
無
住
處
涅
槃
」
が
菩
薩
道
の
結
果

で
あ
る
。
初
地
以
上
は
、無
分
別
智
と
大
悲
と
を
本
性
と
す
る
。
大
凡
こ
の
よ
う
な
所
說
を
展
開
し
た
よ
う
で
あ
る
。
次
の
通
り
で
あ
る
。「
信
・

慧
」
の
慧
と
「（
大
）
悲
・（
無
分
別
）
智
」
の
智
と
は
明
確
に
区
別
し
て
用
い
て
い
る
。
な
お
、
本

に
つ
い
て
は
、（
長
尾
九
・
一
）
を
參

照
の
こ
と
。

 

眞
諦
三
藏
解
云
、
此
四
涅
槃
、
同
以
眞
如
爲
體
、
由
約
四
位
、
以
立
四
名
。
就
凡
夫
位
、
立
自
主
（
主
を
性
に
訂
正
）
淸
淨
。
就
菩
薩
位
、

立
無
住
處
。
約
二
乘
位
、
立
有
餘
。
就
如
來
位
、
立
無
餘
。
而
無
餘
等
、
云
是
道
果
。
自
性
淸
淨
、
不
名
道
果
。
且
無
住
涅
槃
爲
道
果
者
、

由
悲
智
故
、
生
死
涅
槃
、
俱
無
所
住
、
故
仍
爲
目
。
當
知
始
從
初
地
以
上
、
無
分
別
智
及
與
大
悲
爲
體
。（
安
澄
『
中
論
疏
記
』
卷
七
末
、

大
正
六
五
・
一
九
六
下
）

（
12
） 

大
正
二
七
・
一
〇
〇
四
上
參
照
。
次
の
二
頌
八
句
で
あ
る
。

 

三
藏
法
師
玄
奘
譯
斯
論
訖
說
二
頌
言
、

　
　
「
佛
涅
槃
後
四
百
年　

迦
膩
色
加
王
贍
部

　
　

召
集
五
百
應
眞
士　

迦
濕
彌
羅
釋
三
藏

　
　

其
中
對
法
毘
婆
沙　

具
獲
本

今
譯
訖

　
　

願
此
等
潤
諸
含
識　

速
證
圓
寂
妙
菩
提
」
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（
13
） 

詳
し
く
は
、
室
寺
義
仁
「
緣
起
と
『
滅
』
―
阿
難
と
舍
利
弗
の
末
裔
た
ち
―
」『
高
野
山
大
學
論
叢
』（
一
九
九
九
年
）
第
三
四
卷
、
一
〜

二
〇
頁
を
參
照
頂
き
た
い
が
、ブ
ッ
ダ
の
敎
え
を
信
じ
て
、一
切
皆
苦
を
「
盡
智
」
す
る
「
漏
盡
阿
羅
漢
」
と
な
る
こ
と
、つ
ま
り
、慧
（prajñā

）

に
よ
る
解
脫
（「
慧
解
脫
」）
を
獲
得
し
て
涅
槃
に
入
る
道
を
堅
持
す
る
こ
と
を
意
思
す
る
思
想
と
言
っ
て
良
い
。
な
お
、當
該
拙
論
中
で
、『
發

智
論
』
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
題
名
をP

rajñāprasthāna

と
す
る
の
は
、Jñānaprasthāna

の
誤
り
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
本
稿
と
の
關
連
で
注

意
す
べ
き
點
は
、
眞
諦
は
『
阿
毘
逹
磨
俱
舍
釋
論
』
の
譯

の
中
で
、Jñānaprasthāna

を
『
發
慧
論
』
と
譯
出
し
て
お
り
、「
智
」
と
「
慧
」

の
漢
語
（
と
し
て
は
意
味
上
相
通
ず
る
兩
語
）
を
譯
語
と
し
て
も
明
確
に
は
使
い
分
け
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
點
で
あ
る
。『
阿
毘

逹
磨
俱
舍
論
索
引
』Sanskrit-Tibetan-C

hinese 

の‘jñāna’

と‘prajñā’

の
各
項
目
語
に
對
す
る
眞
諦
譯
語
を
參
照
頂
き
た
い
。
因
み
に
、

‘prajñendriya’

に
對
し
て
は
「
慧
根
」
と
の
譯
語
を
眞
諦
も
用
い
て
い
る
。
ま
た
一
方
、眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
』・『
攝
大
乘
論
釋
』
の
中
で
は
、

菩
薩
が
具
備
す
べ
き
三
二
の
性
質
の
內
、「
六
波
羅
蜜
」
の
第
六
波
羅
蜜
で
あ
る
「
智
慧
（
般
若
）
波
羅
蜜
」
を
說
明
す
る
個
所
で
、「
與
方

便
相
應
智
、
四
攝
相
應
方
便
」
と
の
表
現
で
、「
智
」
を
當
て
て
い
る
。
大
正
三
一
・
一
二
二
上
、
一
九
七
下
〜
一
九
八
上
參
照
。（
長
尾
二
・

三
四
Ａ
）
を
も
比

參
照
。
通
例
、「
方
便
慧
」
の
「
慧
」
の
原
語
は
、‘m

ati’

洞
察
力
で
あ
る
の
で
、「
智
」
の
語
に
は
多
義
が
あ
る
こ
と

に
も
留
意
し
な
が
ら
論
述
を
進
め
た
い
と
思
う
。

（
14
） 

靈
妙
な
る
識
と
い
う
意
味
で
の
「
神
識
」
な
る
佛
敎
造
語
と
し
て
の
漢
語
は
あ
っ
て
も
、
私
の
知
る
限
り
、「
神
智
」
な
る
造
語
は
漢
譯
佛
敎

獻
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、
こ
こ
で
「
例
え
て
言
え
ば
」
と
の
表
現
を
用
い
た
。

（
15
） 『
結
城
令
聞
敎
授
頌
壽
記
念 

佛
敎
思
想
史
論
集
』
大
藏
出
版
一
九
六
四
年
に
初
出
、
高
崎
直
道
著
作
集
第
七
卷
『
如
來
藏
思
想
・
佛
性
論
Ⅱ
』

春
秋
社
二
〇
一
〇
年
に
再
錄
さ
れ
た
同
題
の
論

。
特
に
、
以
下
本
稿
で
取
り
上
げ
る
、
一
六
五
〜
一
六
八
頁
を
參
照
。

（
16
） E.H

. Johnston ed., R
atnagotravibhāga M

ahāyānottaratantraśāstra,  Patna 1950. 

以
下
、
高
崎
前
揭
論

に
從
い
、
本
稿
で
もR

G
V

と

略
稱
す
る
。

（
17
） 

高
崎
直
道
『
寶
性
論
』
講
談
社
一
九
八
九
年
、
二
〇
九
〜
二
一
四
頁
參
照
。
こ
の
本
頌
と
注
釋
頌
（R

G
V

 C
ap.V

 vv.16-28

）
は
、「
如
來
藏

の
敎
え
を
信
ず
る
功
德
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
後
半
部
分
・「
本
書
の
意
義
と
功
德
の
廻
向
」
に
當
た
る
。
前
半
部
分
は
、「
信
解
の
功
德
」
が

說
か
れ
て
お
り
、本
稿
と
の
關
連
に
お
い
て
參
照
す
べ
き
用
語
例
と
し
て
は
、RG

V
 C

ap.V, v.8

に
は
、（
靈
妙
化
し
た
）智
を
持
つ
者（dhīm

an

）
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は 

… 

信
解
す
る
ゆ
え
に
（adhim

ukutitaḥ

）
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
、
續
くv.9

で
は
、‘śraddhā’

と‘adhim
ukti’

の
語
が
ほ
ぼ
同
義
に

併
記
さ
れ
て
用
い
ら
れ
、v.10

で
は
、「
欲
・
精
進
・
念
・
禪
定
・
智
慧
な
ど
の
諸
德
の
容
器
た
る
菩
提
心
」
と
い
う
表
現
で
、‘śraddhā’

は

‘chanda’

の
語
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の‘chanda’

は‘abhilāṣa’

す
な
わ
ち
、
涅
槃
に
對
す
る
欲
求
で
あ
り
、
し
か
も
「
わ

れ
ら
ご
と
き
に
も
逹
成
可
能
で
あ
る
」
と
希
う
意
思
で
あ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
求
道
心
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
點
に
つ
い
て
、
同
書
、

六
二
〜
六
三
頁
、
二
〇
八
頁
の
和
譯
を
も
參
照
。
併
せ
て
、R

G
V

 C
ap.V

 v.22a: dhīm
āndyād adhim

uktiśuklaviharāt …
 

に
對
應
し
て
、「
智

鈍
、
離
信
及
白
法 
… 

」
と
出
る
『
攝
大
乘
論
釋
』
の
眞
諦
譯
語
を
も
參
照
。

 

　

な
お
、
參
考
ま
で
に
、
眞
諦
撰
『
解
節
經
義
疏
』
佚

の
中
で
は
、
眞
諦
は
經

に
あ
る
「
五
種
樂
」
を
「
五
根
」
に
配
當
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の‘sukha’

を
獲
得
す
る‘indriya’

を
特
定
し
て
い
る
が
、「
信
」
に
よ
る
「
出
家
」、
そ
し
て
、「
慧
」
に
よ
る
「
正
覺
」
と
の
所
說
で

あ
る
。

 

眞
諦
三
藏
、
配
五
種
樂
、
以
爲
五
喩
、
釋
上
五
法
。
言
五
樂
者
、
一
出
家
樂
、
二
遠
離
樂
、
三
寂
靜
樂
、
四
正
覺
樂
、
五
涅
槃
樂
。
五

樂
次
第
者
、
唯
涅
槃
樂
、
是
最
眞
實
所
、
餘
四
樂
是
方
便
。

 

方
便
有
四
、
初
出
家
樂
、
是
涅
槃
緣
起
、
由
信
根
成
。

 

次
遠
離
樂
、
是
涅
槃
資
糧
、
由
精
進
根
成
。

 

三
寂
靜
樂
、
是
涅
槃
道
依
止
卽
涅
槃
緣
、
由
定
根
成
。

 

四
正
覺
樂
、
是
涅
槃
正
道
、
由
慧
根
成
。

 

念
根
通
此
四
處
、
皆
諸
憶
念
故
。
由
是
四
方
便
次
第
、
得
涅
槃
常
樂
我
淨
。

 
 

（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
二
、
續
藏
一
・
三
四
・
四
・
三
三
九
裏
上
下
、
新
續
二
一
・
二
一
九
下
）

（
18
） 『
十
地
經
』（D

aśabhūm
ika-Sūtra

）
の
當
該
一
經

は
、“cittam

ātram
 idaṃ

 yad idaṃ
 traidhātukam

.” (K
ondo ed., 98.8-9

）
で
あ
る
。
少

な
く
と
も
、
大
凡
五
〇
〇
年
餘
り
に
亙
り
、
次
の
如
く
漢
語
に
翻
譯
さ
れ
て
來
た
。

 

「
其
三
界
者
、
心
之
所
爲
」（
三
世
紀
末
、
竺
法
護
譯
『
漸
備
一
切
智
德
經
』）

 

「
三
界
虛
妄
、
但
是
心
作
」（
五
世
紀
初
頭
、
鳩
摩
羅
什
譯
『
十
住
經
』）
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「
三
界
虛
妄
、
但
是
心
作
」（『
六
十
卷
華
嚴
經
』、
佛
駄
跋
陀
羅
（359-429

年
）
譯

 

「
三
界
虛
妄
、
但
是
一
心
作
」（『
十
地
經
論
』
引
用
經

、
菩
提
流
支
（?-572

年
）
譯
）

 
「
三
界
所
有
、
唯
是
一
心
」（『
八
十
卷
華
嚴
經
』、
實

難
陀
（652-710

年
）
譯
）

 
「
所
言
三
界
、
此
唯
是
心
」（
八
世
紀
末
、
尸
羅
逹
摩
譯
『
十
地
經
』）

 

一
方
で
、
世
親
が
『
唯
識
二
十
論
』
冒
頭
に
お
い
て
引
證
す
る
經

で
は
、「
大
乘
に
お
い
て
は
」（m

ahāyane

）
の
語
に
續
い
て
次
の
樣
な

言
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
「
佛
子
た
ち
よ
」、

字
通
り
に
は
「
勝
者
の
子
息
た
ち
よ
」（jinaputra

の
複
數
呼
格
）
の
語
が
出
る
。
す

な
わ
ち
、“cittam

ātraṃ
 bho jinaputrā yad uta traidhātukam

.” (Viṃ
śatikā, Lévi ed. 3.2-3

）、「
勝
者
の
子
息
た
ち
よ
、
實
に
、
こ
の
三
界

は
心
の
み
の
も
の
で
あ
る
。」（
梶
山
雄
一
譯
『
大
乘
佛
典 

世
親
論
集
』
中
央
公
論
社
一
九
七
六
年
、
七
頁
參
照
。）
こ
の
一

の
漢
譯
例
は
、

以
下
の
通
り
で
あ
る
。
眞
諦
譯
の
み
に
「
佛
子
」
が
出
る
こ
と
に
注
目
頂
き
た
い
。

 

「
三
界
虛
妄
、
但
是
一
心
作
」（
五
三
八
〜
五
四
三
年
、
般
若
流
支
譯
『
唯
識
論
』）

 

「
佛
子
、
三
界
者
唯
有
心
」（
五
六
三
年
、
眞
諦
譯
『
大
乘
唯
識
論
』）

 

（
な
お
、眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
』・『
攝
大
乘
論
釋
』（
世
親
釋
）
の
中
で
は
、「
如
『
十
地
經
』
中
、佛
世
尊
言
、『
佛
子
、三
界
者
唯
有
識
』。」

と
譯
さ
れ
て
い
る
。）

 

「
三
界
唯
心
」（
六
六
一
年
、
玄
奘
譯
『
唯
識
二
十
論
』）

 

（
な
お
、
玄
奘
譯
『
攝
大
乘
論
』・『
攝
大
乘
論
釋
』（
世
親
釋
・
無
性
釋
）
の
中
で
は
、「
如
『
十
地
經
』
薄
伽
梵
說
、『
如
是
三
界
、
皆

唯
有
心
』」
と
譯
さ
れ
て
い
る
。）

（
19
） 

長
尾
前
掲
書
『
攝
大
乘
論 

和
譯
と
注
解 

下
』
四
八
五
〜
四
八
六
を
參
照
。
併
せ
て
、
以
下
の
論
述
內
容
に
係
る
『
攝
大
乘
論
』
の
論
說
、
す

な
わ
ち
、（
長
尾
三
・
一
一
）「
以
上
の
よ
う
に
し
て
こ
の
菩
薩
は
、
た
だ
表
象
の
み
な
る
こ
と
に
悟
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
ら
れ
る
べ
き

も
の
の
相
に
悟
入
し
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
悟
入
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、〔
菩
薩
の
最
初
の
階
位
（
初
地
）
で
あ
る
〕
歡

地
に
悟
入
し
た
の

で
あ
る
。
云
々
」、（
長
尾
三
・
一
五
）「
聲
聞
た
ち
の
眞
理
直
觀
（
現
觀
）
な
る
も
の
と
、
菩
薩
た
ち
の
眞
理
直
觀
な
る
も
の
と
、
こ
の
兩
者

に
は
如
何
な
る
差
が
あ
る
の
か
。
云
々
」
と
し
て
、
菩
薩
の
「
現
觀
」
の
場
合
に
擧
げ
ら
れ
る
十
一
種
の
す
ぐ
れ
た
特
質
の
內
、
後
半
六
種



眞諦撰『攝大乘論義疏』佚 に見る「佛子」としての大乘菩薩についての眞諦說

229

の
見
道
を
得
た
こ
と
の
結
果
と
し
て
擧
げ
ら
れ
る
諸
特
質
の
第
九
「
生
ま
れ
る
こ
と
の
殊
別
に
よ
る
。
如
來
の
家
に
生
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
」

な
ど
の
所
論
を
參
照
。

（
20
） （
長
尾
一
〇
・
三
一
）「
さ
ら
に
ま
た
、
諸
佛
の
有
す
る
か
の
法
の
根
源
（
法
界
）
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
に
五
種
の
は
た
ら
き
（
業
）
が
具
わ
っ

て
い
る
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。〔
五
つ
の
は
た
ら
き
と
は
〕
⑴
衆
生
を
災
厄
か
ら
守
護
す
る
と
い
う
は
た
ら
き
。〔
人
々
は
佛
陀
に
〕
お
會

い
し
た
だ
け
で
、
盲
目
、
聾
、
狂
氣
な
ど
の
災
厄
か
ら
守
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。」
參
照
。

 

　

な
お
、
こ
の
第
五
の
佛
業
で
あ
る
「
乘
を
救
濟
す
る
業
」
の
『
攝
大
乘
論
釋
』
釋

中
に
あ
る
一
段
落
（
大
正
三
一
・
二
六
五
上
）
が
、
圓

測
撰
『
解
深
密
經
疏
』
第
一
五
の
中
で
、「
一
切
衆
生
皆
有
佛
性
」
說
と
、「
無
姓
有
情
、
無
涅
槃
性
。
定
姓
二
乘
、
必
不
成
佛
」
を
說
く
「
五

姓
」
說
に
つ
い
て
、
兩
說
を
對
比
し
て
諸
經
論
の
典
據
が
引
證
さ
れ
る
中
、
前
者
の
說
の
典
據
と
し
て
、
經
で
は
な
く
、
論
の
第
一
と
し
て
、

全

引
用
さ
れ
る
こ
と
も
、
良
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
は
言
え
、
こ
こ
に
併
せ
て
付
記
す
る
。「
又
『
梁
攝
論
』
第
十
五
云
、
五
救
濟
乘
爲

業
、
乃
至
、
彼
云
、
未
定
根
性
聲
聞
、
能
安
立
彼
爲
修
行
大
乘
故
。
釋
曰
、
乃
至
、
若
得
信
等
五
根
、
不
名
定
根
、
以
未
得
聖
故
。
若
得
未

知
欲
知
等
三
根
、
則
名
定
根
、
以
得
聖
故
。
若
至
頂
位
、
不
名
定
性
、
以
不
免
四
惡
道
故
。
若
至
忍
位
、
名
爲
定
性
、
以
免
四
惡
道
故
。
若

依
小
乘
解
、
未
得
定
根
性
、
則
轉
小
爲
大
。
若
得
定
根
性
、
則
不
可
轉
。
如
此
聲
聞
、
無
有
改
小
爲
大
義
。
云
何
說
一
乘
。
今
依
大
乘
解
、

未
專
修
菩
薩
道
、
悉
名
未
定
根
性
故
、
一
切
聲
聞
、
皆
有
可
轉
小
爲
大
義
。
安
立
如
此
大
小
乘
人
、
令
修
行
大
乘
。」
た
だ
し
、
圓
測
の
理
解

は
、「『
梁
攝
論
』
云
、
信
等
五
根
不
名
定
根
等
者
、
大
業
大
唐
二
本
攝
論
皆
無
此
言
、
故
不
可
依
」
と
明
快
で
あ
っ
て
、
玄
奘
三
藏
の
說
を

正
統
と
す
る
。
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吉
藏
に
お
け
る
眞
諦
說
引
用
を
め
ぐ
っ
て
―
そ
の
一
試
論

中　

西　

久　

味

は
じ
め
に
―
吉
藏
に
お
け
る
天
親
と
眞
諦

　

周
知
の
よ
う
に
、『
續
高
僧
傳
』
に
は
吉
藏
（
五
四
九
〜
六
二
三
）
と
い
う
名
は
眞
諦
（
四
九
九
〜
五
六
九
）
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
お
り
、
兩
者
の
親
密
さ
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
が
、
吉
藏
は
眞
諦
本
人
に
か
か
わ
る
消
息
を
殘
し
て
い
な
い）

1
（

。

た
だ
し
、
二
十
六
部
百
十
二
卷
と
も
數
え
ら
れ
て
い
る
彼
の
現
存
す
る
著
述）

2
（

の
な
か
に
は
、
眞
諦
の
譯
出
書
や
彼
の
所
說
が
し
ば
し

ば
引
用
さ
れ
、吉
藏
が
そ
の
三
論
敎
學
を
大
成
す
る
過
程
で
眞
諦
の
傳
譯
を
參
照
し
て
い
た
こ
と
は
疑
う
餘
地
が
な
い
。
く
わ
え
て
、

吉
藏
の
場
合
は
、
中
國
の
佛
者
が
眞
諦
の
傳
譯
を
受
容
し
た
そ
の
當
初
の
狀
況
を
傳
え
て
い
る
こ
と
で
も
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
眞
諦
は
お
よ
そ
五
十
餘
部
と
考
え
ら
れ
て
い
る
譯
出
書
の
ほ
か
に
も
、
彼
自
身
の
著
述
を
殘
し
て
お
り）

3
（

、
そ
れ
ら
は
お
も

に
譯
出
さ
れ
た
經
論
へ
の
注
釋
で
あ
っ
た
と
い
う
。
眞
諦
の
譯
出
書
と
彼
自
身
の
著
述
は
い
わ
ば
不
可
分
で
あ
り
、
現
在
で
は
そ
の

譯
出
書
中
に
も
彼
自
身
の
學
說
や
思
想
が
反
影
さ
れ
、な
い
し
は
插
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
汎
く
承
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
吉
藏
に
お
い
て
は
事
情
が
異
な
る
。
吉
藏
が
引
用
す
る
眞
諦
の
譯
出
書
は
、
書
名
が
記
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
や
は
り
『
攝
大
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乘
論
』
と
同
論
釋
が
多
數
で
あ
り
、
つ
い
で
『
俱
舍
論
』『
佛
性
論
』
な
ど
、
婆
藪
槃
豆
（
天
親
）
の
著
述
と
さ
れ
る
論
書
が
殆
ど

と
な
っ
て
い
る
。
か
つ
、
婆
藪
槃
豆
は
、
あ
る
場
合
に
は
三
論
學
派
の
祖
と
な
る
龍
樹
と
竝
稱
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

4
（

。
龍
樹
に
つ

い
て
は
「
四
依
の
大
聖
」
す
な
わ
ち
第
十
地
の
菩
薩）

5
（

と
明
言
さ
れ
る
が
、さ
す
が
に
婆
藪
槃
豆
の
階
位
に
は
言
及
さ
れ
な
い
も
の
の
、

き
わ
め
て
神
聖
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

今
日
か
ら
見
る
と
奇
異
な
感
じ
を
う
け
る
が
、
吉
藏
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
婆
藪
槃
豆
と
は
、
婆
藪Vasu

が
「
天
」、
槃
豆

bandhu

が
「
親
」
と
譯
さ
れ
、
天
親
と
言
う
。
そ
れ
は
、
天
親
は
も
と
天
帝
の
弟
で
あ
っ
た
が
、
阿
修
羅
を
調
伏
さ
せ
る
た
め
に

閻
浮
提
（
イ
ン
ド
）
に
生
ま
れ
さ
せ
た
こ
と
に
ち
な
む
と
言
う
の
で
あ
る）

6
（

。
こ
れ
は
、
眞
諦
譯
『
婆
藪
槃
豆
法
師
傳）

7
（

』
冒
頭
（
大
正

五
〇
・
一
八
八
上
）
に
記
さ
れ
る
、
帝
釋
天
が
そ
の
弟
の
毘
搜
紐V

iṣṇu

天
を
閻
浮
提
に
遣
わ
し
て
阿
修
羅
を
調
伏
せ
し
め
た
と
い
う
富

婁
沙
富
羅Puruṣapura

國
の
起
源
傳
說
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
吉
藏
は
こ
の
原

を
誤
解
し
た
ら
し
く
、
天
帝
（
帝
釋
天
）
の
弟
の

毘
搜
紐
天
を
天
親
と
混
同
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
彼
の
た
だ
不
用
意
な
誤
解
と
し
て
片
付
け
ら
れ
な
い
。
吉
藏
の
心
證
と
し

て
は
、
天
親
を
も
と
天
帝
の
弟
と
見
な
す
ま
で
に
い
た
っ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

婆
藪
槃
豆
は
ま
た
『
付
法
藏
傳
』
で
傳
え
ら
れ
る
婆
修
槃

0

0

0

陀0

と
同
一
人
と
斷
定
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
『
付
法
藏
傳
』
で

は
摩
訶
迦
葉
に
は
じ
ま
る
佛
法
傳
授
の
次
第
が
傳
え
ら
れ
、
龍
樹
が
そ
の
第
十
四
祖
、
婆
修
槃
陀
は
そ
の
第
二
十
一
祖
に
も
數
え
ら

れ
て
い
た）

8
（

。
北
魏
の
延
興
二
年
（
四
七
二
）
に
成
立
し
た
と
い
う
こ
の
書
に
示
さ
れ
る
佛
法
の
正
系
は
、
當
時
廣
く
承
認
さ
れ
て
い
た

ら
し
く
、
吉
藏
は
こ
れ
に
依
據
し
て
婆
藪
槃
豆
を
權
威
づ
け
て
い
る
。

　

こ
の
婆
藪
槃
豆
は
『
百
論
』
の
長
行
釋
の
撰
者
の
婆
藪

0

0

開
士
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
大
業
四
年
（
六
〇
八
）
の
撰
述
と

さ
れ
る
『
百
論
疏
』
序
疏
の
「
婆
藪
開
士
」
下
で
は
、
彼
を
婆
藪
槃
豆
す
な
わ
ち
天
親
で
あ
る
と
特
定
し
て
い
る
（
大
正
四
二
・
二
三
四

中
〜
下
）。
か
く
て
、
吉
藏
の
敎
學
の
基
本
と
な
る
三
論
の
う
ち
、『
十
二
門
論
』
の
長
行
釋
に
つ
い
て
は
斷
定
を
避
け
て
は
い
る
も

の
の
、『
百
論
』
の
本
偈
は
提
婆
作
、
長
行
は
天
親
釋
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
、
本
偈
と
長
行
釋
は
同
等
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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と
り
わ
け
『
中
論
』
の
長
行
釋
の
作
者
で
あ
る
靑
目
に
つ
い
て
は
、「
靑
目
は
天
親
に
非
ず
。『
付
法
藏
』
に
云
わ
く
、『
婆
藪
槃
豆

は
善
く
一
切
の
修
多
羅
の
義
を
解
す
』
と
。
而
る
に
靑
目
は
斯
の
論
に
注
し
て
其
の
乖
失
あ
り
。
故
に
非
ざ
る
を
知
る
な
り
」
と
言

い
、
靑
目
は
過
失
を
犯
し
て
い
る
か
ら
天
親
で
は
な
い
と
し
、
羅
什
門
下
の
曇
影
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
た
彼
の
四
種
の
過
失
を
と

り
あ
げ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
（『
中
觀
論
疏
』
序
疏
・
大
正
四
二
・
五
上
）。

　

吉
藏
の
天
親
に
つ
い
て
の
具
體
的
な
知
識
は
、
さ
き
の
『
婆
藪
槃
豆
法
師
傳
』
に
も
と
づ
い
て
い
た
は
ず
で
は
あ
る
が
、
も
は
や

そ
れ
を
超
え
て
神
聖
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、

問
う
。
諸
の
大
乘
經
の
明
か
す
所
、
及
び
『
中
』『
百
』
大
乘
論
等
の
辨
ず
る
所
は
、
此
れ
信
受
す
可
し
。『
唯
識
』『
攝
大
乘
』

及
び
『
法
華
論
』
等
の
如
き
は
、
必
ず
信
ず
可
き
や
。

答
う
。
此
の
論
は
同
に
是
れ
婆
藪
の
造
る
所
な
り
。『
付
法
藏
』
中
に
天
親
其
の
人
あ
り
、
是
の
故
に
信
ず
可
し
。
又
た
其
の

義
意
を
觀
る
に
、
大
乘
の
經
論
と
、
語
言
は
異
な
る
と
雖
も
、
而
も
意
は
相
い
違
わ
ず
。
是
の
故
に
信
ず
可
き
な
り
。

（『
法
華
玄
論
』
卷
四
・
大
正
三
四
・
三
九
一
中
）

と
說
か
れ
る
よ
う
に
、
龍
樹
の
中
觀
系
統
の
論
書
と
な
ら
ん
で
、
眞
諦
譯
出
の
『
唯
識
論
』『
攝
大
乘
論
』、
菩
提
流
支
譯
出
の
『
法

華
經
論
』
等
の
論
書
が
と
も
に
信
受
さ
れ
う
る
理
由
は
、
ひ
と
え
に
婆
藪
（
婆
藪
槃
豆
）
の
著
述
で
あ
る
こ
と
に
據
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

天
親
の
釋
經
論
は
、
す
で
に
地
論
宗
の
菩
提
流
支
（
菩
提
留
支B

odhiruci　

？
〜
五
二
七
）
に
よ
っ
て
も
傳
譯
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か

ら
、
譯
經
三
藏
と
見
な
す
と
す
れ
ば
、
眞
諦
は
菩
提
流
支
と
同
等
と
な
る
。
い
や
し
く
も
天
親
の
著
作
で
あ
る
か
ぎ
り
內
容
は
一
致

し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
も
し
兩
者
の
譯
業
に
異
同
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
兩
三
藏
の
力
量
の
差
違
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

『
地
論
』『
法
華
論
』
は
是
れ
菩
提
留
支
の
出
だ
す
所
に
し
て
、『
攝
大
乘
』
は
是
れ
眞
諦
三
藏
の
翻
ず
る
所
な
り
。
此
の
三
部
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は
皆
な
天
親
の
述
作
す
る
所
に
し
て
、
而
も
義
を
明
か
す
に
異
な
る
こ
と
あ
る
者
は
、
或
い
は
當
に
譯
人
、
其
の
意
を
體
せ
ざ

る
べ
し
。（『
法
華
玄
論
』
卷
九
・
四
三
七
上
、『
大
乘
玄
論
』
卷
三
・
大
正
四
五
・
四
五
下
）

こ
れ
は
直
接
に
は
佛
の
三
身
說
に
か
か
わ
っ
て
の
言
及
で
あ
り
、
ま
た
三
著
を
取
り
あ
げ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
お
そ
ら
く
天
親

に
歸
せ
ら
れ
る
す
べ
て
の
著
作
に
適
用
さ
れ
よ
う
（
な
お
、
吉
藏
は
無
著
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
な
い
）。
吉
藏
は
菩
提
流
支
と
眞

諦
の
あ
い
だ
に
優
劣
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
兩
者
の
譯
業
は
と
も
に
尊
重
さ
れ
、『
十
地
經
論
』
と
『
攝
大
乘
論
』
は
同

等
に
見
な
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
吉
藏
に
と
っ
て
、
眞
諦
は
天
親
の
釋
經
論
の
傳
譯
者
で
あ
り
祖
述
者
の
一
人
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に

な
ろ
う
。
吉
藏
の
心
證
に
卽
し
て
言
え
ば
、
天
親
の
著
作
と
し
て
信
受
さ
れ
る
べ
き
眞
諦
の
譯
出
書
と
、
眞
諦
自
身
の
著
述
と
を
同

列
に
は
扱
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
吉
藏
の
著
述
の
う
ち
に
は
、
そ
の
大
部
分
は
散
佚
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
現
在
で
は
二
十
六
部
と
數
え
ら
れ

て
い
る
眞
諦
自
身
の
著
述）

9
（

に
見
え
て
い
た
は
ず
の
說
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
ひ
と
ま
ず
吉
藏
が
引
用
す
る
眞
諦
の
所
說

に
限
定
し
て
取
り
あ
げ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

一　

吉
藏
所
引
の
眞
諦
說

　

さ
て
、
吉
藏
が
引
用
す
る
な
か
で
、
明
ら
か
に
眞
諦
自
身
の
所
說
と
知
ら
れ
る
も
の
に
は
、
ま
ず
そ
の
一
に
、
彼
の
著
述
名
が
記

さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、會
稽
嘉
祥
寺
時
代
に
お
け
る
初
期
の
撰
述
と
さ
れ
る
『
法
華
義
疏
』（
大
正
三
四
所
收
）
に
は
、

眞
諦
の
著
述
が
複
數
引
用
さ
れ
て
お
り
、『
攝
大
乘
論
義
疏
』
八
卷
（
卷
一
・
四
六
一
中
、
卷
七
・
五
四
三
下
）
10
（

）、『
十
八
部
論
疏
』
十
卷
（
卷
一
・

四
五
九
中
、
卷
九
・
五
八
〇
中
）、『
明
了
論
疏
』
五
卷
（
卷
十
二
・
六
二
一
上
）
11
（

）
な
ど
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
眞
諦
の
著
述
の
佚

に
つ
い

て
は
こ
れ
ま
で
も
硏
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
斷
片
的
な
記
錄
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
の
引
用
を
も
と
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に
纏
っ
た
說
を
讀
み
と
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　

そ
の
二
に
、「
眞
諦
三
藏
云
」「
三
藏
云
」
な
ど
と
し
て
引
用
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
吉
藏
の
主
要
な
著
述
に
わ
た
っ
て

散
見
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
內
容
を
點
檢
し
て
み
る
と
、
お
お
む
ね
經
典
中
の
用
語
の
解
說
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
多
く
が
固
有
名

詞
の
意
味
と
由
來
を
說
明
す
る
語
義
解
釋）

12
（

と
な
っ
て
い
る
。
地
名
で
は
、
王
舍
城
（『
法
華
義
疏
』）、
舍
衞
國
（『
金
剛
般
若
疏
』『
勝
鬘
寶
窟
』）

の
由
來
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
人
名
の
解
說
は
、
ざ
っ
と
取
り
あ
げ
て
み
た
だ
け
で
も
、
目
連
・
迦
旃
延
・
羅

羅
・
日

月
燈
明
佛
・
迦
留
陀
夷
・
摩
訶
迦
葉）

13
（

（
以
上
『
法
華
義
疏
』
な
ど
）、
須
菩
提
（『
金
剛
般
若
疏
』）、
祇
陀
太
子
・
波
斯

王
（
以
上
『
勝
鬘
寶
窟
』

な
ど
）、
維
摩
詰
・
富
樓
那
（
以
上
『
維
摩
經
義
疏
』
な
ど
）
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
く
り
か
え
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
眞
諦
說
と
明
記
さ
れ
な
い
も
の
も
含
ま
れ
る
。

　

い
ま
、
吉
藏
が
詳
し
く
引
用
し
て
い
る
目
連
（
目
犍
連
）
お
よ
び
維
摩
詰
の
例
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

・
眞
諦
三
藏
云
わ
く
、
應
に
勿
伽
羅
と
言
う
べ
し
。
勿
伽
な
る
者
は
此
こ
に
胡
豆
と
言
う
。
卽
ち
綠
色
豆
な
り
。
羅
は
此
こ
に
受

と
云
う
。
合
し
て
言
を
爲
し
、應
に
受
胡
豆
と
言
う
べ
し
。
蓋
し
是
れ
其
の
姓
な
り
。
上
古
に
仙
人
あ
り
て
勿
伽
羅
と
名
づ
く
。

一
切
の
物
を
⻝
ら
わ
ず
、
唯
だ
此
の
豆
を
⻝
ら
う
。
故
に
受
胡
豆
と
名
づ
く
。
其
れ
是
の
仙
人
の
種
な
り
、
故
に
以
て
名
と
爲

す
な
り
。（『
法
華
義
疏
』
卷
一
・
四
五
九
下
）

・
眞
諦
三
藏
云
わ
く
、
具
に
梵
本
を
存
せ
ば
、
應
に
毘
摩
羅
詰
利
帝
と
言
う
べ
し
。
毘
は
稱
し
て
滅
と
爲
し
、
摩
羅
は
垢
と
爲
し
、

吉
利
帝
は
鳴
と
爲
す
。
合
わ
せ
て
之
を
言
い
、
滅
垢
鳴
と
謂
う
と
。
…
…
滅
垢
は
猶
お
是
れ
離
る
る
所
な
り
。
聲
の
天
下
に
聞

こ
ゆ
る
を
以
て
、
故
に
稱
し
て
鳴
と
爲
す
。
鳴
も
亦
た
名
の
義
な
る
の
み
。（『
維
摩
經
義
疏
』
卷
一
・
大
正
三
八
・
九
一
四 

下
、『
淨
名
玄
論
』

卷
二
・
大
正
三
八
・
八
六
五
上
）

兩
者
は
と
も
に
、
ま
ず
梵
音
の
正
確
な
音
寫
が
提
示
さ
れ
（
勿
伽
羅 M

audgalyāyana

／
毘
摩
羅
詰
利
帝 V

im
alakīrti

）、
つ
い
で

梵
音
に
卽
し
た
譯
語
が
說
明
さ
れ
る
（
勿
伽 

マ
ウ
ド
ガ 

は
胡
豆
、
羅 

ラ 

は
受
け
る
こ
と
で
、
あ
わ
せ
て
受
胡
豆
と
譯
す
／
毘 

ヴ
ィ 

が
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滅
す
る
こ
と
、
摩
羅 

マ
ラ 

は
垢
、
吉
利
帝 

キ
ー
ル
テ
ィ 

が
鳴
く
こ
と
で
、
あ
わ
せ
て
滅
垢
鳴
と
譯
す
）。
前
者
の
場
合
に
は
く
わ
え
て

そ
の
よ
う
に
名
づ
け
ら
れ
た
由
來
が
語
ら
れ
て
い
る
。
目
連
と
い
う
姓
と
名
は
勿
伽
羅
と
い
う
名
の
上
古
の
仙
人
に
由
來
す
る
と
さ

れ
、
あ
る
い
は
イ
ン
ド
の
傳
承
傳
說
に
類
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
維
摩
詰
に
つ
い
て
は
、
吉
藏
自
身
が
そ
の
意
味
を
附
加
し
、
滅
垢

で
あ
る
と
い
う
名
聲
に
因
む
と
い
う
解
釋
を
し
て
い
る
。
眞
諦
の
原

で
は
最
も
詳
し
い
場
合
は
、
お
そ
ら
く
前
者
の
よ
う
に
三
段

階
で
說
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
吉
藏
の
ほ
う
も
梵
音
か
ら
の
名
の
翻
譯
に
は
と
く
に
留
意
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る）

14
（

。
こ
の

よ
う
に
詳
し
く
引
用
し
て
い
る
の
は
、
あ
る
い
は
彼
の
關
心
に
よ
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
、
吉
藏
は
眞
諦
の
著
述
に
見
え
て
い
る
イ
ン
ド
の
情
報
に
も
著
目
し
て
い
た
ら
し
く
、
イ
ン
ド
僧
の
袈
裟
の
色
や
壞
色

の
方
法
、
な
い
し
佛
の
著
衣
や
佛
鉢
の
現
存
を
傳
え
る
眞
諦
の
言
葉
を
記
錄
し
て
い
る
（『
金
剛
般
若
疏
』
卷
二
・
九
七
中
〜
九
八
上
）。

　

な
お
、
眞
諦
の
所
說
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
然
る
べ
き
典
據
を
附
記
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
、

・
眞
諦
三
藏
引
『
律
毘
婆
沙
』
云

0

0

0

0

0

0

0

0

、
凡
轉
輪
王
出
世
、
相
承
卜
居
、
住
此
五
山
。
故
獨
名
此
城
、
以
爲
王
舍
。（『
法
華
義
疏
』
卷
一
・

四
五
六
中
）

・
眞
諦
三
藏
引
『
毘
婆
沙
』
云

0

0

0

0

0

0

0

、
七
佛
法
住
世
久
近
不
同
。
迦
葉
佛
法
住
世
七
日
…
…
（『
中
觀
論
疏
』
卷
一
末
・
一
八
上
）

・
眞
諦
三
藏
用
『
無
上
依
經
』

0

0

0

0

0

0

0

及0

『
攝
大
乘
論
』

0

0

0

0

0

0

意0

、
釋
八
不
甚
廣
。
今
略
取
大
意
耳
。（
同
上
卷
二
末
・
三
四
上
）

あ
る
い
は
、
眞
諦
說
が
他
の
經
典
や
論
書
と
一
致
し
な
い
な
ど
の
場
合
に
は
そ
の
旨
を
注
記
し
て
い
る
。

・
問
。
佛
住
舍
衞
、
凡
得
幾
年
。
答
。
經
〔
實
際
に
は
『
智
度
論
』〕
云
、
住
舍
衞
國
得
二
十
五
年
。
…
…
眞
諦
三
藏
云
、
住
舍
衞
始

終
得
七
年
、
住
王
舍
城
得
四
年
。
今
未
詳
也

0

0

0

0

。（『
金
剛
般
若
疏
』
卷
一
・
大
正
三
三
・
九
三
下
、『
勝
鬘
寶
窟
』
卷
上
本
・
大
正
三
七
・
九
上
）

・
三
藏
又
出
『
中
阿
含
』
及
薩
婆
多
義
、
明
凡
欲
至
佛
、
要
三
僧
祇
行
行
。
初
僧
祇
行
行
、
猶
退
爲
小
乘
、
曰
不
定
位
。
次
二
僧

祇
行
行
不
退
、
曰
定
位
。
三
僧
祇
斷
見
思
惑
、
堪
受
記
。
今
未
詳

0

0

0

。
此
釋
與
『
釋
論
』

0

0

0

0

0

0

0

及0

舊
出
小
乘
義
不
相
應
也

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（『
法
華
玄
論
』

卷
七
・
四
二
一
上
）
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こ
の
よ
う
な
例
は
多
く
は
な
い
が
、
眞
諦
の
所
說
は
た
だ
彼
自
己
の
み
の
見
解
で
は
な
く
根
據
の
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る

姿
勢
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
で
は
た
と
え
眞
諦
の
說
で
あ
っ
て
も
無
條
件
で
採
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
す

も
の
で
も
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
例
に
お
い
て
は
、
吉
藏
が
、
眞
諦
自
身
の
學
說
よ
り
も
、
彼
が
も
た
ら
し
た
知
識
や
情
報
に
期
待
し
て
い
た
こ
と

が
察
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
除
外
し
て
み
る
と
、
眞
諦
の
學
說
や
思
想
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
例
は
ご
く
少
數
に
限
ら

れ
て
く
る
。
た
だ
、
そ
の
な
か
に
は
菩
薩
の
階
位
、
な
ら
び
に
佛
性
な
ど
に
言
及
す
る
も
の
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

後
に
改
め
て
觸
れ
る
こ
と
と
す
る
。

　

そ
の
三
と
し
て
、
吉
藏
の
著
述
の
う
ち
に
は
眞
諦
と
同
一
の
經
典
へ
の
疏
釋
が
あ
り
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
眞
諦
說
と
の
關
連
が
豫

想
さ
れ
る
。『
金
剛
般
若
疏
』『
仁
王
般
若
經
疏
』『
金
光
明
經
疏
』『
中
觀
論
疏
』
の
四
著
が
そ
れ
で
あ
る）

15
（

。
こ
の
う
ち
現
存
す
る
『
金

光
明
經
疏
』
は
、
曇
無
讖
譯
四
卷
本
へ
の
疏
釋
で
あ
る
が
、
眞
諦
譯
の
七
卷
本
『
金
光
明
經
』
へ
の
言
及
が
あ
り
眞
諦
說
も
引
用
さ
れ

る
。
た
だ
し
吉
藏
の
敎
學
の
肝
要
と
な
る
眞
俗
二
諦
に
そ
れ
ぞ
れ
理
と
事
を
認
め
る
な
ど
（
大
正
三
九・一
六
九
上
）、
全
體
と
し
て
吉
藏
の

撰
述
が
疑
わ
れ
る
記
述
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
當
面
の
と
こ
ろ
は
措
か
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
『
中
觀
論
疏
』
に
お
い
て
は
、

そ
の
「
因
緣
品
」
の
八
不
解
釋
（
卷
二
末
・
三
三
上
〜
三
四
上
）
で
、
關
內
（
長
安
）
に
到
っ
て
か
ら
入
手
し
た
と
い
う
眞
諦
所
說
の
八
不
義

を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
は
眞
諦
が
譯
出
し
た
「
中
論
一
卷
」
に
付
け
ら
れ
た
疏
釋
「
中
論
疏
二
卷
」（『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
一
・
大
正

四
九・
九
九
上
）
に
出
る
說
と
推
測
さ
れ
て
い
る）

16
（

。
吉
藏
は
こ
の
眞
諦
說
に
は
八
不
の
要
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
彼
自
身
の
敎
學

と
も
合
致
す
る
と
み
な
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
こ
で
紹
介
し
て
い
る
の
は
眞
諦
の
八
不
義
の
大
意
を
摘
要
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も

あ
わ
せ
て
斷
っ
て
い
る
。
眞
諦
の
原
著
が
實
態
不
明
で
あ
る
た
め
に
、そ
の
內
容
を
點
檢
す
る
こ
と
は
目
下
の
と
こ
ろ
不
可
能
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
四
著
の
う
ち
で
は
『
金
剛
般
若
疏
』『
仁
王
般
若
經
疏
』
が
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
兩
著
に
つ
い
て

は
す
で
に
眞
諦
と
の
關
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
屋
上
屋
を
重
ね
る
恐
れ
な
し
と
し
な
い
が
、
次
に
そ
れ
ぞ
れ
取
り
あ
げ
て
お
く
。



238

二　

い
わ
ゆ
る
『
七
事
記
』
に
ち
な
ん
で

　

吉
藏
の
『
金
剛
般
若
疏
』（
大
正
三
三
所
收
）
は
い
う
ま
で
も
な
く
羅
什
譯
へ
の
疏
釋
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
、
眞
諦
が
嶺
南
で
こ

の
經
典
を
重
譯
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
（
卷
一
・
九
〇
下
）。
ま
た
別
に
、
眞
諦
が
經
題
の
「
金
剛
」
を
「
跋
闍
羅
侈
（
履
）
迦
」
と

解
釋
し
た
こ
と
も
傳
え
て
い
る
か
ら
（
同
上
・
八
九
上
）
17
（

）、
眞
諦
疏
を
參
照
し
て
い
た
こ
と
は
確
實
で
あ
る
。
現
存
す
る
こ
の
經
典
の
眞

諦
譯
の
後
記
に
「

義
十
卷
」（
大
正
八
・
七
六
六
下
）
と
傳
え
ら
れ
る
の
が
こ
の
眞
諦
疏
で
あ
る
。
吉
藏
の
疏
中
に
は
眞
諦
所
說
と
明

記
さ
れ
て
、
お
そ
ら
く
こ
の
疏
か
ら
十
五
箇
條
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
や
は
り
固
有
名
詞
の
語
義
解

釋
と
イ
ン
ド
の
情
報
、
な
い
し
乞
⻝
十
事
・
須
陀

な
ど
の
用
語
解
說
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
經
典
の
吉
藏
疏
を
他
書
に
引
用
さ
れ
る
眞
諦
疏
と
對
比
し
よ
う
と
し
て
も
、
眞
諦
疏
の
佚

が
收
集
で
き
る
の
は
、

圓
測
（
六
一
三
〜
九
六
）
等
に
よ
っ
て
眞
諦
の
『
七
事
記
』
な
ど
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
か
ぎ
ら
れ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。『
七

事
記
』
は
諸
經
錄
に
は
記
錄
さ
れ
て
い
ず
、
な
お
檢
討
を
要
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
眞
諦
譯
『
金
剛
般
若
經
』
と
の
關
連
が
推
測
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
著
述
は
、
經

冒
頭
に
置
か
れ
て
一
經
全
體
の
序
と
さ
れ
る
證
信
序
の
一

「
如
是
我
聞
一
時
佛
在
云
云
」
を
七

事
（
七
項
目
）
に
區
分
し
、
あ
わ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
を
解
說
し
た
も
の
で
あ
る
。
吉
藏
は
こ
の
著
述
を
『
七
事
記
』
と
明
記

し
て
引
用
す
る
こ
と
は
な
く
、
お
そ
ら
く
單
獨
の
一
書
と
認
め
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
證
信
序
の
解
釋
は
彼
の
『
金
剛

般
若
疏
』
に
か
ぎ
っ
て
說
か
れ
て
い
る
の
で
も
な
く
、
こ
の
疏
が
『
七
事
記
』
と
特
別
に
關
わ
っ
て
い
る
と
す
る
に
は
決
め
手
を
缺

い
て
い
る
。
そ
こ
で
當
面
の
と
こ
ろ
、『
金
剛
般
若
疏
』（
卷
一
〜
卷
二
・
九
二
上
〜
九
六
中
）
の
ほ
か
に
も
、
證
信
序
に
關
す
る
記
述
が
見

え
て
い
る
『
法
華
義
疏
』（
卷
一
・
四
五
三
下
〜
四
六
六
中
）『
仁
王
般
若
經
疏
』（
卷
上
一
・
三
一
六
上
〜
三
一
七
中
）『
勝
鬘
寶
窟
』（
卷
上
本
・
七
上

〜
九
下
）『
維
摩
經
義
疏
』（
卷
一
・
九
一
八
中
〜
九
一
九
下
）
の
四
著）

18
（

に
範
圍
を
廣
げ
て
、
吉
藏
の
證
信
序
の
解
釋
を
、『
七
事
記
』
の
も
の

と
見
な
さ
れ
る
眞
諦
說
と
の
關
連
で
、
い
さ
さ
か
詮
索
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。



吉藏における眞諦說引用をめぐって―その一試論

239

（
一
）
六
事
と
七
事
に
つ
い
て

　

吉
藏
も
傳
え
て
い
る
が
、
い
わ
ゆ
る
證
信
序
に
つ
い
て
は
彼
以
前
か
ら
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ）

19
（

、
そ
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
五
事

（
１
如
是
・
２
我
聞
・
３
一
時
・
４
佛
在
・
５
〈
同
聞
衆
〉）、
六
事
（
１
如
是
・
２
我
聞
・
３
一
時
・
４
佛
・
５
〈
住
處
〉・
６
〈
同

聞
衆
〉）、
七
事
（
１
如
是
・
２
我
・
３
聞
・
４
一
時
・
５
佛
・
６
〈
住
處
〉・
７
〈
同
聞
衆
〉）
と
す
る
三
說
が
あ
っ
た
。
吉
藏
自
身

は
こ
れ
を
六
事
を
標
榜
す
る
も
の
と
解
釋
し
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
說
く
。

江
南
の
諸
師
に
依
ら
ば
、
但
だ
五
事
を
明
か
し
、
佛
を
以
て
住
處
に
屬か

け
て
攝
む
。
次
に
天
親
の
『
燈
論
』
は
以
て
六
事
を
明

か
す
。
第
四
は
是
れ
敎
主
な
り
。
若
し
三
藏
に
依
ら
ば
凡
そ
七
事
あ
り
て
、『
我
』『
聞
』
を
開
い
て
二
と
爲
す
。
今い

ま
六
を
以

て
定
と
爲
す
な
り
。（『
勝
鬘
寶
窟
』
七
上
）

五
事
は
吉
藏
以
前
の
諸
論
師
、
と
り
わ
け
江
南
の
學
匠
が
採
用
し
て
い
た
說
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
說
は
道
理
に
合
わ
ず

證
も

な
い
と
批
判
す
る
（『
法
華
義
疏
』
四
五
三
下
）。
吉
藏
は
具
體
的
に
誰
の
說
と
は
指
摘
し
て
い
な
い
が
、
梁
代
ま
で
に
は
確
か
に
行
わ
れ

て
お
り
、
光
宅
寺
法
雲
（
四
六
七
〜
五
二
九
）
な
ど
の
五
事
說
が
傳
え
ら
れ
て
い
る）

20
（

。

　

吉
藏
の
採
用
す
る
六
事）

21
（

に
つ
い
て
は
、
そ
の
典
據
と
し
て
、
天
親
の
『
燈
論
』、
實
際
に
は
そ
の
偈
に
「
前
三
は
弟
子
を
明
か
し
、

後
三
は
師
說
を
證
す
。
一
切
修
多
羅
、
法
門
は
皆
な
是
く
の
如
し
」
と
あ
る
こ
と
を
擧
げ
て
い
る
（『
法
華
義
疏
』
四
五
四
上
）。
あ
わ
せ

て
『
金
剛
仙
論
』
の
所
說
に
一
致
す
る
と
も
し
て
い
る
（『
仁
王
般
若
經
疏
』
三
一
六
上
）。
こ
の
う
ち
天
親
の
著
述
と
さ
れ
る
『
燈
論）

22
（

』

に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
吉
藏
よ
り
後
に
も
依
用
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
證
信
序
に
つ
い
て
記
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
も
知
ら

れ
る）

23
（

。
ま
た
『
金
剛
仙
論
』
卷
一
（
大
正
二
五
・
八
〇
〇
中
〜
八
〇
一
下
）
で
は
、冒
頭
の
一

の
「
佛
在
」
ま
で
を
ひ
と
ま
ず
一
括
し
て
、（
１

如
是
・
２
我
聞
・
３
一
時
・
４
婆
伽
婆
・
５
住
處
）
の
五
項
目
と
す
る
が
、
さ
ら
に
六
項
目
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
（
６
同
聞

人
）
を
加
え
る
と
し
て
い
る
。
五
事
と
す
る
含
み
も
殘
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
六
事
と
同
內
容
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
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さ
ら
に
七
事
は
眞
諦
の
說
で
あ
る
と
明
記
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
眞
諦
が
七
事
を
唱
え
て
い
た
こ
と
を
傳
え
る
最
も
早
い

記
錄
で
あ
ろ
う
が
、
と
り
た
て
て
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
。
あ
え
て
臆
測
す
れ
ば
、
吉
藏
に
と
っ
て
、
天
親
は
聖
人
視
さ
れ
、

ま
た
金
剛
仙
論
師
も
、
現
在
で
は
問
題
で
は
あ
る
が
、
天
親
の
弟
子
と
し
て
權
威
と
目
さ
れ
て
い
た
た
め
（『
金
剛
般
若
疏
』
卷
一
・
八
五

上
〜
中
）、
六
事
が
兩
者
の
說
に
基
づ
い
た
定
說
で
あ
る
以
上
、
他
說
に
つ
い
て
は
議
論
す
る
ま
で
も
な
い
と
見
な
さ
れ
た
の
で
も
あ

ろ
う
か
。

（
二
）「
如
是
我
聞
」
に
つ
い
て

　

吉
藏
の
說
く
六
事
各
々
の
內
容
に
つ
い
て
も
、
眞
諦
說
と
の
關
連
が
う
か
が
わ
れ
る
箇
所
が
あ
る
。

　

ま
ず
、「
如
是
我
聞
」
に
つ
い
て
、
吉
藏
は
眞
諦
の
說
を
引
用
し
な
が
ら
、

眞
諦
三
藏
、
婆
藪
の
釋
を

0

0

0

0

0

述0

べ
て
云
わ
く

0

0

0

0

0

、
阿
難
將
に
法
藏
を
誦
出
せ
ん
と
し
、
無
畏
座
に
登
る
。
…
…
是
の
時
、
大
衆
三
種

の
疑
を
生
ず
。
…
…
此
の
三
疑
あ
る
が
爲
に
、
是
を
以
て
阿
難
卽す

な
わ便

ち
釋
疑
し
て
云
わ
く
、『
如
是
我
聞
』
と
。（『
金
剛
般
若
疏
』

九
二
上
〜
中
）

と
、
阿
難
が
大
衆
の
三
疑
を
解
く
た
め
に
語
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
眞
諦
說
は
ま
た
婆
藪
槃
豆
釋
を
祖
述
し
た
と
も
明
記

さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、『
七
事
記
』
の
ほ
ぼ
同
內
容
が
、や
や
遲
れ
て
圓
測
な
ど
に
よ
っ
て
も
引
用
さ
れ
る
が
、そ
の
さ
い
に
は
、

・
眞
諦
三
藏
『
七
事
記
』
云
、
斷
三
疑
故
。
彼
云
、
又
『0

微0

細
律
』

0

0

0

明0

、
其
阿
難
當
登
高
座
出
法
藏
時
、
云
云
（
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』

卷
一
・
續
一
・
三
四
・
四
・
三
〇
〇
表
下
〜
裏
上
）

・
眞
諦
『
記
』
云
、『0

微0

細
律
』

0

0

0

說0

、
阿
難
比
丘
當
昇
高
座
出
法
藏
時
、
云
云
（
同
『
仁
王
經
疏
』
卷
上
本
・
大
正
三
三
・
三
六
二
上
）

な
ど
と
し
、『
七
事
記
』
で
は
こ
の
阿
難
の
釋
疑
を
「
微
細
律
」
に
出
る
說
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
と
傳
え
る）

24
（

。
婆
藪
槃
豆
に
つ
い
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て
の
言
及
は
な
い
。
吉
藏
は
こ
こ
で
は
『
金
剛
般
若
經
』
の
眞
諦
疏
を
引
用
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
眞
諦
疏
は
「
婆
藪
の
論

に
依
り
て
釋
す
」（
眞
諦
譯
『
金
剛
般
若
經
』
後
記
・
七
六
六
下
）
と
傳
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、『
七
事
記
』
の
引
用
の
ほ
う
で
は
原

が
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
吉
藏
は
こ
こ
で
も
眞
諦
が
天
親
に
依
據
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

　

さ
ら
に
ま
た
「
如
是
我
聞
」
の
「
如
是
」
に
つ
い
て
は
、吉
藏
は
『
智
度
論
』
の
「
如
是
の
義
な
る
者
は
、卽
ち
是
れ
信
な
り
」（
卷

一
・
大
正
二
五
・
六
三
上
）
に
も
と
づ
い
て
信
・
信
順
の
義
に
解
す
る
。
こ
の
ほ
か
「
如
是
」
に
は
二
十
餘
も
の
諸
說
が
あ
っ
た
と
す
る
が
、

そ
の
な
か
で
龍
樹
と
な
ら
ぶ
說
と
し
て
婆
藪
槃
豆
の
解
釋
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
婆
藪
槃
豆
は
「
如
是
な
る
者
は
、
決
定
の
義
を
謂

う
」
と
し
て
決
定
の
意
味
に
解
釋
し
、
か
つ
、「
如
是
」
に
は
敎
如
是
・
理
如
是
の
二
如
是
が
あ
る
と
說
い
た
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
詳
細
に
引
用
し
て
い
る
（『
金
剛
般
若
疏
』
九
二
中
）。
ま
た
、
そ
れ
と
は
別
に
眞
諦
說
を
紹
介
し
、「
五
種
謗
を
離
る
、
故
に
『
如

是
』
と
云
う
」
と
解
釋
す
る
と
し
て
い
る
（『
法
華
義
疏
』
四
五
四
中
）。
五
種
謗
と
は
、
增
益
謗
・
損
減
謗
・
相
違
謗
・
愚
癡
謗
・

論

謗
の
五
で
あ
る
と
い
う）

25
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
圓
測
の
傳
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
眞
諦
三
藏
も
ま
た
「
如
是
と
言
う
者
は
、
是
れ
決
定
の
義
」
と
解
し
、
決
定
に

・

理
の
二
種
が
あ
り
、「
如
是
」
と
は
、

と
理
（
敎
と
理
）
に
お
い
て
佛
の
所
說
に
決
定
し
て
合
致
す
る
こ
と
と
說
い
て
い
た
と
言

う）
26
（

（『
仁
王
經
疏
』
卷
上
本
・
三
六
二
中
）。
こ
れ
は
相
當
省
略
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
が
、
吉
藏
の
傳
え
る
眞
諦
說
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
婆

藪
槃
豆
釋
に
近
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
相
違
が
生
じ
て
い
る
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
後
に
窺
基
（
六
三
二
〜
八
二
）
な

ど
は
、「
五
謗
を
離
る
」
と
解
す
る
の
は
吉
藏
が
傳
え
る
瑤
公
の
說
と
も
し
て
お
り）

27
（

、
テ
キ
ス
ト
が
混
亂
し
て
い
た
ら
し
い
。「
五
種

謗
を
離
る
」
と
す
る
眞
諦
說
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、推
測
の
域
を
出
な
い
が
、「
如
是
」
を
「
決

定
の
義
」
と
解
す
る
說
を
、
吉
藏
は
婆
藪
槃
豆
釋
と
し
て
、
圓
測
は
眞
諦
說
と
し
て
傳
え
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
も
し
こ
の
よ

う
に
推
測
で
き
る
と
す
れ
ば
、
吉
藏
は
こ
こ
で
も
婆
藪
槃
豆
釋
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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（
三
）「
住
處
（
在
）」
に
つ
い
て

　

吉
藏
は
佛
住
に
つ
い
て
は
、
表
記
に
ぶ
れ
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
八
住
（
內
外
・
心
身
の
各
四
住
）
を
說
い
て
い

る
。
い
ま
『
金
剛
般
若
疏
』（
九
三
中
）
に
從
え
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

外
住　

１
王
化
處
住
、
謂
釋
迦
住
在
娑
婆
。
２
異
俗
住
、
謂
住
在
一
切
僧
伽
藍
內
。
３
威
儀
住
、
謂
行
住
坐
臥
悉
名
爲
住
。

４
未
捨
壽
分
住
、
謂
如
來
未
入
涅
槃
。

內
住　

５
天
住
、
住
施
戒
等
。
６
梵
住
、
住
四
無
量
心
。
７
聖
住
、
住
空
無
相
無
願
。
８
佛
住
、
住
諸
法
實
相
中
。

こ
の
う
ち
內
住
に
つ
い
て
は
『
智
度
論
』
卷
三
（
七
六
上
）
の
四
種
住
に
も
と
づ
く
と
し
、『
地
持
論
』
卷
三
（
大
正
三
〇
・
九
〇
一
下
）
の

三
種
住
（
佛
住
を
缺
く
）
も
大
同
小
異
と
見
な
さ
れ
る
（
以
上
『
勝
鬘
寶
窟
』
八
中
）。
內
四
住
は
確
か
に
『
智
度
論
』
に
一
致
す
る
。
と

こ
ろ
が
外
四
住
と
あ
わ
せ
て
八
住
と
な
る
根
據
は
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。

　

い
っ
ぽ
う
、
圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
一
（
三
〇
五
裏
下
）
に
は
、「
經
中
に
多
く
八
住
を
擧
ぐ
」
と
し
て
眞
諦
が
次
の
よ
う
な
八
住

を
說
い
た
と
傳
え
て
い
る）

28
（

。
括
弧
內
は
注
記
で
あ
る
。
繁
雜
に
な
る
た
め
省
略
し
て
列
擧
し
て
お
く
。

①
境
界
住
（
謂
一
切
十
六
大
國
四
事
供
養
之
處
。
…
…
）　

②
依
止
住
（
是
一
切
僧
伽
藍
。
…
…
）　

③
威
儀
住
（
謂
行
住
坐
臥

四
威
儀
。）　

④
未
捨
壽
命
住
（
謂
現
在
未
般
涅
槃
、住
戒
定
等
五
分
法
身
中
也
。）　

⑤
梵
住
（
謂
四
無
量
心
。
佛
在
大
悲
心
中
、

故
名
梵
住
也
。）　

⑥
天
住
（
謂
四
禪
。
…
…
第
四
禪
最
勝
、
佛
住
此
中
。）
⑦
聖
住
（
謂
是
解
脫
。
…
…
佛
住
無
相
定
中
、
心

惑
都
盡
也
。）　

⑧
佛
住
（
佛
住
無
生
無
滅
無
處
所
法
中
、
而
具
足
在
此
八
處
、
故
名
佛
住
。）

注
記
は
圓
測
に
よ
っ
て
纏
め
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
內
容
に
は
そ
れ
ほ
ど
變
更
が
加
え
ら
れ
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
す
で

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
眞
諦
の
八
住
の
①
〜
④
は
、
吉
藏
の
外
四
住
に
相
當
し
て
い
る
。
ま
た
、
眞
諦
の
⑤
〜
⑧
の
四
住
は
、

お
そ
ら
く
『
攝
大
乘
論
釋
』
卷
十
三
（
大
正
三
一
・
二
五
三
下
）
の
四
種
住
（
天
住
・
梵
住
・
聖
住
・
佛
住
）
や
、『
三
無
性
論
』
卷
下
（
大
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正
三
一
・
八
七
四
下
）
の
八
住
の
う
ち
の
四
住
（
聖
住
・
天
住
・
梵
住
・
佛
住
）
と
關
わ
っ
て
い
よ
う
。
吉
藏
の
內
四
住
と
は
名
稱
は
一

致
し
て
い
る
が
天
住
な
ど
で
內
容
の
相
異
が
見
ら
れ
る）

29
（

。
し
た
が
っ
て
、
吉
藏
の
八
住
と
は
、
眞
諦
の
①
〜
④
の
四
住
を
外
四
住
１

〜
４
と
し
、『
智
度
論
』
の
四
種
住
を
內
四
住
５
〜
８
と
し
て
兩
者
を
合
わ
せ
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で

も
『
智
度
論
』
の
み
が
明
記
さ
れ
、
眞
諦
說
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
は
、
吉
藏
の
證
信
序
の
解
釋
と
『
七
事
記
』
の
も
の
と
見
な
さ
れ
る
眞
諦
說
と
の
關
連
に
つ
い
て
ご
く
大
ま
か
に
取
り
あ
げ

た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
ほ
か
、吉
藏
は
「
我
聞
」
の
「
我
」
を
阿
難
の
自
稱
と
解
釋
し
、『
金
剛
仙
論
』『
集
法
藏
經
』『
闍
王
懺
悔
經
』

の
三
著）

30
（

に
出
る
三
種
阿
難
を
そ
の
根
據
と
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
『
闍
王
懺
悔
經
』
は
眞
諦
の
引
用
す
る
經
典
で
あ
り
、
明
言
さ
れ

な
い
が
眞
諦
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
る
。
ま
た
、「
大
比
丘
」
の
「
大
」
の
解
釋
に
つ
い
て
は
、
眞
諦
說
の
勝
大
・
形
量
大
・
數
大
と

い
う
「
大
」
の
三
種
を
引
用
し
て
、『
智
度
論
』
の
所
說
（
卷
三
・
七
九
中
）
と
竝
記
し
て
い
る
（『
法
華
義
疏
』
四
五
七
下
）。

　

吉
藏
が
證
信
序
を
解
釋
す
る
に
さ
い
し
て
、
最
も
重
視
し
た
の
は
や
は
り
『
智
度
論
』
で
あ
り
、
つ
い
で
實
態
が
不
明
で
は
あ
る

が
婆
藪
槃
豆
釋
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
眞
諦
說
に
つ
い
て
は
た
だ
異
說
と
し
て
言
及
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
し
吉
藏
は
眞
諦
が
七

事
を
說
い
て
い
た
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
明
記
せ
ず
に
眞
諦
說
を
引
用
し
、
あ
る
い
は
自
說
に
攝
取
し
て
い
る

こ
と
に
よ
れ
ば
、
つ
ね
に
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

三　
『
仁
王
般
若
經
疏
』
所
引
の
眞
諦
說

　
『
仁
王
般
若
經）

31
（

』（
以
下
『
仁
王
經
』）
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
吉
藏
（
以
下
吉
藏
疏
）
に
前
後
し
て
、
智
顗
說
（
五
三
八
〜
九
七
）

灌
頂
記
（
五
六
一
〜
六
三
二
）
と
さ
れ
る
『
仁
王
護
國
般
若
經
疏
』
が
あ
り
、や
や
遲
れ
て
圓
測
『
仁
王
經
疏
』（
以
下
圓
測
疏
）
が
著
さ
れ
、

い
ず
れ
に
も
眞
諦
說
の
引
用
が
見
ら
れ
る
（
三
疏
と
も
に
大
正
三
三
所
收
）。
三
疏
の
う
ち
天
台
疏
の
成
立
經
緯
に
は
問
題
が
あ
り
、
扱
い
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が
き
わ
め
て
厄
介
で
あ
る
こ
と
か
ら
當
面
の
と
こ
ろ
措
い
て
お
く
。
た
だ
し
圓
測
疏
に
お
い
て
は
「
本
記
云
」
と
し
て
眞
諦
疏
を
相

當
量
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
仁
王
般
若
疏
六
卷
」（『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
一
・
九
九
上
）
と
傳
え
ら
れ
る
眞
諦
の
著
述
で
あ
る
。
吉
藏

疏
よ
り
後
に
著
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
圓
測
疏
の
引
用
を
參
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

吉
藏
疏
で
は
「
三
藏
師
云）

32
（

」
と
し
て
十
八
箇
條
の
眞
諦
疏
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
殆
ど
は
や
は
り
用
語
の
解
釋
と
な
っ
て
い

る
。
一
見
す
る
と
さ
ほ
ど
眞
諦
疏
の
影

が
看
取
で
き
な
い
が
、
さ
ら
に
圓
測
疏
と
對
比
し
て
み
る
と
、
吉
藏
疏
が
し
ば
し
ば
眞
諦

疏
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、眞
諦
疏
は
ほ
ぼ
全
篇
に
わ
た
っ
て
地
の

に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、

か
え
っ
て
そ
の
問
題
點
を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
、
吉
藏
疏
で
は
こ
の
經
典
に
つ
い
て
は
經
體
・
經
宗
を
說
い
て
お
り）

33
（

、
經
宗
と
は
經
典
の
綱
領
、
經
體
と
は
具
體
的
な

條
目
の
こ
と
で
あ
る
。
經
體
・
經
宗
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
五
忍
十
地
を
以
て
體
と
爲
す
」、「
無
生
正
觀
を
以
て
宗
と
爲
す
。
有
無
の
二

見
を
離
れ
、
假
に
中
道
を
言
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。
經
宗
を
無
生
（
無
得
）
正
觀
と
す
る
の
は
二
諦
と
中
道
・
第
一
義
諦
が
說
か
れ

て
い
る
こ
と
に
因
っ
て
い
よ
う
。
中
道
は
「
亦
た
佛
性
と
名
づ
く
」
と
さ
れ
て
、佛
性
も
重
視
さ
れ
て
い
る
（
以
上
、卷
上
一
・
三
一
五
上
）。

こ
の
五
忍
十
地
の
菩
薩
の
階
位
說
、
無
得
正
觀
の
骨
格
と
な
る
二
諦
と
中
道
、
さ
ら
に
佛
性
と
い
う
三
問
題
が
經
典
解
釋
の
基
本
と

な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
吉
藏
の
他
の
著
述
に
お
い
て
も
眞
諦
說
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ

で
、
兩
者
を
勘
案
し
な
が
ら
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
三
問
題
を
手
が
か
り
と
し
て
眞
諦
說
と
の
關
連
を
詮
索
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
吉

藏
疏
所
引
の
眞
諦
說
を

羅
的
に
點
檢
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
豫
め
斷
っ
て
お
き
た
い
。

（
一
）　

菩
薩
の
階
位
を
め
ぐ
っ
て  

　

吉
藏
疏
に
よ
れ
ば
、『
仁
王
經
』
に
見
え
る
五
忍
十
地
の
菩
薩
の
階
位
と
は
、
①
伏
忍
（
習
種
性
・
性
種
性
・
道
種
性
）、
②
信
忍
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（
初
地
・
二
地
・
三
地
）、
③
順
忍
（
四
地
・
五
地
・
六
地
）、
④
無
生
忍
（
七
地
・
八
地
・
九
地
）、
⑤
寂
滅
忍
（
十
地
・
十
一
地
）

の
こ
と
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
三
賢
十
聖
と
な
り
、
伏
忍
は
三
賢
、
初
地
か
ら
十
地
は
十
聖
と
さ
れ
る
。
第
十
一
地
は
そ
れ
を
超
え
た

佛
地
と
い
う
（
以
上
、
卷
中
三
・
三
二
九
上
）。
こ
の
う
ち
と
り
わ
け
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
地
前
の
三
賢
と
さ
れ
る
伏
忍
の
三
種
性

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
眞
諦
說
を
援
用
し
て
い
る
箇
所
が
見
う
け
ら
れ
る
。

　

さ
て
、『
仁
王
經
』
で
は
ま
た
伏
忍
三
種
性
を
十
信
・
十
止
・
十
堅
の
三
十
心
（
大
正
八
・
卷
上
・
八
二
七
中
）
と
說
き
、
あ
わ
せ
て
伏

忍
の
前
段
階
と
し
て
の
外
凡
十
善
心
に
も
言
及
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
他
の
經
典
に
も
異
說
が
あ
り
、
そ
の
解
釋
が
一
定
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
は
、
吉
藏
疏
で
も
『
華
嚴
經
』
と
の
對
比
に
よ
っ
て
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
吉
藏
疏
中
の
解
釋
に
も
ぶ
れ
が
見
う

け
ら
れ
る
。
お
お
ま
か
に
纏
め
て
み
る
と
次
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

『
仁
王
經
』（
經

）

「
敎
化
品
」
吉
藏
疏
所
引

　
『
華
嚴
經
』（
三
二
九
中
〜
下
）「
敎
化
品
」吉
藏
疏（
三
二
九
中
）「
受
持
品
」
吉
藏
疏

　
（
三
四
八
中
〜
三
五
〇
上
）

習
種
性

性
種
性

道
種
性

十
善

十
信

十
止

十
堅

十
住

十
行

十
廻
向

十
信

十
解
・
十
行

十
廻
向

外
凡
十
善

十
信
（
十
住
）

十
行

十
廻
向

　

こ
の
よ
う
な
不
統
一
が
生
じ
て
い
る
の
は
、
伏
忍
の
三
十
心
の
枠
組
み
に
十
信
・
十
解
（
十
住
）・
十
行
・
十
廻
向
の
四
十
心
を

あ
て
は
め
よ
う
と
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
兩
者
の
調
整
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
直
接
に
は
『
瓔
珞
本
業
經
』（
以
下
『
瓔
珞
經
』）
に
は
こ
の
四
十
心
が
出
て
お
り
、
し
か
も
『
仁
王
經
』
と
『
瓔
珞
經
』
で

十
信
の
解
釋
が
一
致
し
な
い
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
吉
藏
疏
は
こ
の
調
整
に
苦
慮
し
た
よ
う
で
あ
る
が）

34
（

、
最
終
的
に
は
『
仁

王
經
』
の
外
凡
十
善
を
『
瓔
珞
經
』
の
外
凡
十
信
と
し
、『
仁
王
經
』
の
十
信
を
習
種
性
と
し
て
『
瓔
珞
經
』
の
十
住
に
配
し
て
、
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表
中
の
最
下
段
の
よ
う
な
四
十
心
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
經

に
說
か
れ
る
外
凡
十
善
を
十
信
と
も
說
く
場
合
が
生
じ
て
お

り
、
經

「
十
善
菩
薩
發
大
心
、
長
別
三
界
苦
輪
海
」（
卷
上
「
敎
化
品
」・
八
二
七
中
）
は
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
。

『
十
善

0

0

菩
薩
』
卽
是
…
…
外0

凡0

夫0

。
發
一
念
菩
提
心
、
故
破
無
始
有
輪
。
故
云
『
長
別
三
界
苦
輪 

海
』
也
。
十
信

0

0

雖
未
出
三
界
、

已
發
大
心
、
求
出
三
界
。
已
能
離
三
惡
道
、

總
言
『
長
別
』
也
。『
瓔
珞
經
』『
爾
時
住
前
、
名
信
根
菩
薩
…
…
若
一
劫
二
劫

三
劫
修
十
信

0

0

…
…
』。（
卷
中
三
・
三
三
三
上
）

一
見
す
る
と
、
こ
の
經

の
十
善
菩
薩
が
外
凡
夫
と
明
言
さ
れ
な
が
ら
、
傍
線
の
よ
う
に
十
信
と
も
說
か
れ
て
い
て
混
亂
す
る
が
、

こ
の
傍
線
箇
所
に
よ
っ
て
十
善
と
十
信
が
接
合
さ
れ
、
つ
づ
い
て
『
瓔
珞
經
』
卷
下
（
大
正
二
四
・
一
〇
一
七
上
）
の
住
前
の
外
凡
十
信

が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
と
に
改
め
て
『
仁
王
經
』
の
伏
忍
の
習
種
性
十
信
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
巻
中
三
・
三
三
三
中
）。

さ
ら
に
、
こ
の
傍
線
を
附
し
た
箇
所
は
眞
諦
疏
で
あ
る
こ
と
が
、
圓
測
疏
の
引
用
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

依
『
本
記）

35
（

』
云
、
十
信
菩
薩
、
由
發
大
心
、
求
出
三
界
。
雖
未
卽
能
永
出
三
界
、
以
能
遠
離
三
惡
道
苦
、
是
故
總
言
『
長
別
三

界
』。（
卷
中
本
・
三
九
三
中
）

外
凡
十
善
と
住
前
の
十
信
が
眞
諦
疏
の
十
信
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

圓
測
疏
に
よ
れ
ば
、
眞
諦
疏
の
四
十
心
の
解
釋
は
吉
藏
疏
と
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ）

36
（

、
そ
れ
ぞ
れ
、

吉
藏
疏　
　

十
善
（
十
信
）・
習
種
性
―

十
信
（
十
住
）・
性
種
性
―

十
行
・
道
種
性
―

十
廻
向

眞
諦
疏　
　

習
種
性
―

十
信
・
性
種
性
―

十
解
・
道
種
性
―

十
行
・
見
道
―

十
廻
向
以
上

と
配
さ
れ
て
い
た
。
眞
諦
は
十
信
を
習
種
性
に
か
ぎ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
經

の
外
凡

十
善
も
十
信
の
う
ち
に
收
め
る
傾
向
が
あ
っ
た
ら
し
い）

37
（

。
吉
藏
疏
は
あ
る
い
は
こ
の
眞
諦
說
と
の
相
異
を
自
覺
し
な
が
ら
、
十
善
を

十
信
に
收
め
る
眞
諦
疏
を
媒
介
と
し
て
、
か
え
っ
て
十
信
を
經

の
十
善
に
置
き
換
え
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
眞
諦
說
と
は

明
言
し
な
い
ま
ま
、
吉
藏
疏
は
眞
諦
說
に
よ
っ
て
四
十
心
說
を
補
强
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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こ
れ
に
は
吉
藏
自
身
の
階
位
說
も
關
わ
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
彼
は
菩
薩
の
階
位
に
つ
い
て
は
、
そ
の
內
容
は
い
さ
さ
か
異

な
る
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に
五
十
二
位
說
を
採
用
し
て
お
り
、
こ
の
疏
中
以
外
で
も
し
ば
し
ば
言
及
し
て
い
る）

38
（

。
五
十
二
位
は
む
ろ

ん
四
十
心
と
十
地
、
そ
れ
に
等
覺
・
妙
覺
の
二
佛
地
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
四
十
心
が
前
提
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
四
十
心

十
地
と
も
說
い
て
、
地
前
の
四
十
心
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る）

39
（

。

　

吉
藏
は
ま
た
、
こ
の
五
十
二
位
は
『
華
嚴
經
』『
瓔
珞
經
』『
仁
王
經
』『
攝
大
乘
論
』『
十
七
地
論
』『
五
凡
夫
論）

40
（

』
等
に
據
る
と

し
て
い
る
（『
法
華
玄
論
』
卷
五
・
四
〇
三
中
）。
こ
の
う
ち
、『
瓔
珞
經
』
の
說
が
一
般
に
五
十
二
位
と
見
な
さ
れ
て
い
る
が
、
同
經
で
は

四
十
二
賢
聖
と
も
說
き
、
十
信
は
十
住
の
初
住
に
含
ま
れ
る
。
む
し
ろ
四
十
心
を
明
確
に
し
て
い
る
の
は
、
眞
諦
の
譯
出
書
の
『
攝

大
乘
論
釋
』
と
『
十
七
地
論
』
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
吉
藏
は
『
攝
大
乘
論
』
と
同
論
釋
を
ほ
と
ん
ど
區
別
せ
ず
、
實
際

に
は
『
攝
大
乘
論
釋
』
に
、
菩
薩
聖
道
（
十
地
）
以
前
の
四
種
方
便
と
し
て
、
願
樂
行
人
の
十
信
・
十
解
・
十
行
・
十
廻
向
が
說
か

れ
て
い
る
（
卷
十
一
・
二
二
九
中
）。
ま
た
『
十
七
地
論
』
は
現
存
し
な
い
が
、
十
七
地
の
項
目
が
知
ら
れ
、
そ
の
う
ち
に
９
十
信
・
10
十

住
・
11
十
行
・
12
捨
小
乘
廻
向
大
乘
地
・
13
大
乘
十
廻
向
地
・
14
十
地
が
含
ま
れ
て
い
る）

41
（

。
現
在
で
は
『
攝
大
乘
論
釋
』『
十
七
地
論
』

（
玄
奘
譯
『
瑜
伽
師
地
論
』
菩
薩
地
に
相
當
す
る
と
さ
れ
る
）
と
も
に
、
こ
の
箇
所
は
他
の
異
譯
な
ど
に
は
見
う
け
ら
れ
ず
、
眞
諦
譯
の
み
に
見

え
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
、
眞
諦
自
身
の
記
述
に
か
か
る
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る）

42
（

。
し
た
が
っ
て
、
吉
藏
が
四
十
心
を
主
張
す

る
に
つ
い
て
は
、お
そ
ら
く
『
瓔
珞
經
』
を
そ
の
素
地
と
し
な
が
ら
も
、眞
諦
の
譯
出
書
、そ
し
て
吉
藏
自
身
は
意
識
し
て
い
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
が
、
も
と
も
と
眞
諦
の
所
說
が
大
き
く
關
與
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
十
住
を
十
解
と
す
る
の
も
眞
諦
特
有
の

譯
語
と
知
ら
れ
て
い
る
が
、
吉
藏
は
兩
語
を
併
用
し
て
い
る
。

　

い
っ
た
い
、吉
藏
は
眞
諦
所
說
の
四
十
心
の
具
體
的
な
內
容
に
は
と
り
わ
け
注
目
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
疏
中
以
外
で
も
、

た
と
え
ば
、
二
種
生
死
を
受
け
る
階
位
に
つ
い
て
、
彼
自
身
は
地
前
を
分
段
生
死
、
初
地
以
上
を
變
易
生
死
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
と
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
十
行
の
第
六
心
以
上
で
變
易
生
死
を
受
け
る
と
す
る
眞
諦
說
を
し
ば
し
ば
引
用
し
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
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こ
の
眞
諦
說
は
『
攝
大
乘
論
』
と
『
仁
王
經
』
に
も
と
づ
く
と
も
言）

43
（

う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
斷
惑
に
つ
い
て
も
、
四
十
心
に
卽
し
て

そ
の
過
程
を
說
く
眞
諦
說
に
言
及
し
て
い
る）

44
（

。

（
二
）
二
諦
と
中
道
を
め
ぐ
っ
て

　

い
う
ま
で
も
な
く
吉
藏
の
敎
學
に
お
い
て
は
中
道
は
二
諦
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
二
諦
を
根
本
と
す
る
。
こ
の
疏
中
で
も
「
二
諦
の

義
は
、
佛
法
の
大
宗
」（
卷
中
四
・
三
三
九
上
）
と
言
明
し
て
い
る
。
か
つ
、「
今
ま
二
諦
と
言
う
者
は
、
因
緣
の
空
の
有
を
以
て
世
諦
と

爲
し
、
因
緣
の
有
の
空
を
眞
諦
と
爲
す
。
至
論
に
は
諸
法
本
來
不
二
な
る
も
、
因
緣
の
爲
の
故
に
說
き
て
二
と
言
う
の
み
」（
同
上
）、

「
本
と
二
に
對
し
て
無
二
を
說
く
。
其
の
二
旣
に
無
け
れ
ば
、
豈
に
一
を
存
す
る
を
得
ん
や
」（
卷
中
四
・
三
四
〇
中
）
と
言
い
、
こ
の
二

諦
は
い
わ
ゆ
る
約
敎
の
假
名
因
緣
の
二
諦
で
あ
り
、
有
無
二
見
に
對
し
て
假
に
不
二
中
道
を
說
く
に
す
ぎ
ず
、
有
無
二
邊
二
見
を
離

れ
た
な
ら
ば
、
す
で
に
不
二
の
中
道
も
無
い
と
確
認
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
『
仁
王
經
』
の
經

中
に
は
二
諦
と
（
中
道
）
第
一
義
諦
の
三
諦
が
見
え
て
い
る
た
め
、
吉
藏
は
會
稽
嘉
祥
寺
時
期
に

お
け
る
初
期
の
著
述
と
さ
れ
る
『
二
諦
義
』
の
な
か
で
、
こ
の
經

の
三
諦
に
つ
い
て
も
「
但
だ
衆
生
に
隨
順
し
て
三
諦
あ
り
と
說

く
の
み
」（
卷
中
・
大
正
四
五
・
一
〇
一
中
）
と
、
敎
說
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る）

45
（

。

　
『
二
諦
義
』
で
は
あ
わ
せ
て
、
眞
諦
三
藏
も
三
諦
義
を
採
用
し
て
い
る
と
み
な
し
て
警
戒
し
、

脫あ
る

い
は
眞
諦
三
藏
、
三
諦
の
義
あ
り
と
明
か
す
。
今
ま
明
か
す
、
此
の
三
諦
は
竝
び
に
衆
生
に
隨
う
が
故
に
說
く
の
み
。
二
諦

は
旣
に
是
れ
衆
生
に
隨
っ
て
說
く
。
中
道
第
一
義
諦
も
亦
た
是
れ
衆
生
に
隨
っ
て
說
く
。
何
と
な
れ
ば
、旣
に
二
に
非
ざ
れ
ば
、

豈
に
是
れ
不
二
あ
ら
ん
や
。
故
に
『
中
論
』
に
云
わ
く
、『
若
し
有
無
成
ず
れ
ば
、
非
有
非
無
も
成
ず
』
と
。
有
無
す
で
に
成

ぜ
ず
、
非
有
非
無
な
ん
ぞ
成
ぜ
ん
。
一
切
皆
な
淨
な
り
。（
同
上
）
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と
指
摘
し
、『
中
論
』（
卷
四
・
大
正
三
〇
・
三
五
下
）
の
句
を
引
用
し
つ
つ
、
二
諦
と
中
道
第
一
義
諦
の
三
諦
と
も
に
敎
說
で
あ
り
、
二
が

否
定
さ
れ
る
と
、
す
で
に
不
二
中
道
も
成
立
し
な
い
と
說
い
て
い
る
。
眞
諦
の
譯
出
書
の
う
ち
『
佛
性
論
』
な
ど
で
も
第
一
義
諦
や

中
道
が
說
か
れ
て
い
る
が
、問
題
に
さ
れ
て
い
る
眞
諦
の
三
諦
說
と
は
、彼
の
『
仁
王
經
』
の
疏
中
に
說
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ

た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
吉
藏
疏
中
で
は
眞
諦
所
說
の
三
諦
が
直
接
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い）

46
（

。

　

た
だ
圓
測
疏
に
は
眞
諦
の
三
諦
說
が
引
用
さ
れ
て
お
り）

47
（

、
た
と
え
ば
、
經

「
汝
今
無
聽
、
我
今
無
說
」（
卷
上
「
二
諦
品
」・
八
二
九
上
）

下
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

『
本
記
』
云
、『
有
聽
有
說
』、
卽
是
不
一
。『
無
聽
無
說
』、
卽
是
不
二
。
不
一
（
？
）
卽
是
二
諦）

48
（

、
一
眞
二
俗
。
不
二
卽
是
第
一

義
諦
、
非
眞
非
俗
、
故
名
第
一
義
諦
。
一
云
、
不
一
卽
是
二
諦
差
別
義
。
不
二
卽
是
二
諦
無
差
別
義
。
非
謂
二
諦
之
外
、
更
立

第
三
諦
。
雖
有
兩
說
、
後
說
爲
正
。（
巻
中
末
・
四
〇
三
上
〜
中
）

必
ず
し
も
明
快
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
は
二
說
竝
記
さ
れ
て
あ
り
、
第
一
說
で
は
不
一
の
俗
諦
と
眞
諦
を
二
諦
と
し
、
さ
ら
に
眞
俗

不
二
・
非
眞
非
俗
を
第
一
義
諦
と
す
る
ら
し
い
。
第
二
說
で
は
、
差
別
さ
れ
た
眞
諦
と
俗
諦
を
二
諦
と
し
、
二
諦
を
差
別
し
な
い
の

を
第
一
義
諦
と
し
、
二
諦
の
外
に
第
三
諦
を
立
て
な
い
と
言
う
。
か
つ
第
二
說
の
ほ
う
を
正
說
と
し
て
い
る
。
こ
の
引
用
の
か
ぎ
り

で
は
兩
說
と
も
に
眞
諦
の
說
で
あ
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
第
一
說
で
は
二
諦
と
は
別
に
第
一
義
諦
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
第
二

說
で
も
二
諦
の
無
差
別
を
說
く
の
み
で
は
、
な
お
無
差
別
と
い
う
第
三
諦
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

　

吉
藏
が
問
題
に
し
た
眞
諦
の
所
說
は
具
體
的
に
は
知
り
え
ず
、
臆
測
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
も
し
眞
諦

の
三
諦
說
が
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
眞
俗
二
諦
な
ら
び
に
不
二
中
道
を
も
實
體
視
し
な
い
吉
藏
の
ほ
う
で
は
看
過
で
き
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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（
三
）
佛
性
に
つ
い
て

　

無
得
正
觀
は
中
道
正
觀
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
中
道
は
ま
た
佛
性
と
さ
れ
る
。
こ
れ
も
吉
藏
の
敎
學
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
が）

49
（

、

こ
の
疏
中
で
は
經

を
引
用
し
つ
つ
、「『
不
生
不
滅
』
な
る
者
は
、
是
れ
中
道
の
異
名
、
不
思
議
寂
滅
の
別
稱
、
亦
た
佛
性
と
名
づ

く
。
卽
ち
十
方
佛
の
母
。
一
大
事
な
る
者
は
卽
ち
其
の
事
な
り
」（
卷
上
一
・
三
一
五
上
〜
中
）
と
說
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、經
「
二
諦
品
」

の
一
節
「
①
如
如

字
、
修
諸
佛
智
母
。
一
切
衆
生
性
根
本
智
母
、
卽
爲
薩
婆
若
體
。
②
諸
佛
未
成
佛
、
以
當
佛
爲
智
母
、
未
得
爲

性
。
③
已
得
爲
薩
婆
若
、
三
乘
般
若
、
不
生
不
滅
、
自
性
常
住
。
一
切
衆
生
、
以
此
爲
覺
性
故
」（
八
二
九
中
）
を
念
頭
に
置
い
た

も
の
で
あ
る
。

　

吉
藏
疏
は
、
こ
の
一
節
の
番
號
を
附
し
た
箇
所
に
つ
い
て
、
順
次
①
現
常
佛
性
、
②
當
常
佛
性
、
③
了
因
佛
性
の
三
種
佛
性
で
解

釋
し
て
い
る
（
卷
中
四
・
三
四
二
上
）。
こ
の
よ
う
な
三
種
佛
性
は
他
の
吉
藏
の
著
述
中
に
は
見
ら
れ
ず
、
ま
た
そ
の
內
容
も
必
ず
し
も

明
ら
か
で
な
い
。
い
ま
か
り
に
要
約
し
て
み
る
と
、
お
お
よ
そ
、
①
現
常
佛
性
と
は
、
衆
生
の
本
性
と
佛
一
切
智
が
不
一
不
二
の
狀

態
、
②
當
常
佛
性
と
は
、
成
佛
以
前
の
狀
態
、
③
了
因
佛
性
と
は
、
不
生
不
滅
の
中
道
を
了
出
し
般
若
の
正
觀
を
得
る
狀
態
、
と
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
現
常
佛
性
と
當
常
佛
性
は
、
成
佛
と
そ
れ
以
前
の
狀
態
で
あ
り
、
顯
・
隱
に
配
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
三
種
佛
性
を
提
示
し
た
う
え
で
、「
佛
性
は
當
・
現
に
非
ず
し
て
、
而
も
緣
に
約
し
て
當
・
現
は
同
じ
か
ら
ず
。
故
に
三
種

の
說
あ
り
。
若も

し
無
依
無
得
に
し
て
緣
に
隨
っ
て
說
か
ば
過
ち
無
し
。
若も

し
當
・
現
こ
れ
定
ん
で
實
な
り
と
執
せ
ば
卽
ち
諍
論
を
成

す
」（
同
上
）
と
、
三
者
の
一
體
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
と
く
に
現
常
と
當
常
に
つ
い
て
、
兩
者
が
不
二
相
卽
で
あ
り
無
所
得
中
道
で

あ
る
こ
と
が
强
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

經

の
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
眞
諦
疏
で
も
注
目
し
て
い
た
ら
し
く
、
圓
測
疏
で
は
詳
し
く
『
本
記
』
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
こ

で
も
次
の
よ
う
に
三
種
佛
性
に
よ
っ
て
解
釋
し
て
い
る
（
括
弧
內
は
經

）。
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明
本
性
以
爲
母
。
未
得
佛
時
、『
以
當
佛
爲
智
母
』、
若
得
佛
時
、『
卽
薩
婆
若
』、
是
一
切
智
。
諸
佛
未
成
佛
時
、
名
自
性
。
卽

是
隱
爲
如
來
藏
。
後
修
得
佛
、
解
脫
道
時
、
性
顯
爲
法
身
、
卽
薩
婆
若
。
覺
顯
本
性
、
名
修
者
爲
化
。
爲
化
能
顯
本
佛
、
故
名

『
智
母
』。『
未
得
爲
性
』
者
、
未
得
時
、
但
有
本
性
。
故
名
性
佛
性
。
若
道
中
引
出
佛
性
。
果
卽
涅
槃
、
卽
至
果
佛
性
也
。
未

來
〔「
來
」
は
衍
か
〕
得
通
二
性
、
已
得
唯
是
涅
槃
性
。
…
…
據
修
習
、
雖
有
三
乘
、
論
其
本
性
、
皆
不
生
滅
。『
一
切

生
、
以

此
爲
覺
性
』
者
、
通
結
本
性
義
。
分
爲
三
也
。（
卷
中
末
・
四
〇
五
下
）

眞
諦
疏
も
難
解
で
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
、
成
佛
前
後
を
「
隱
る
る
を
如
來
藏
と
爲
す
」「
性
顯
る
る
を
法
身
と
爲
す
」
と
如
來
藏
と

法
身
の
隱
・
顯
で
捉
え
、
さ
ら
に
ま
た
性
（
自
性
住
に
相
當
し
よ
う
）・
引
出
・
至
果
（
至
得
）
の
三
種
佛
性
で
說
明
し
、
前
二
者

を
成
佛
以
前
、
至
果
佛
性
を
涅
槃
性
と
し
て
い
る
。
こ
の
三
種
佛
性
は
『
佛
性
論
』
卷
二
（
大
正
三
一
・
七
九
四
上
）、
お
よ
び
名
稱
の
み

で
あ
る
が
『
攝
大
乘
論
釋
』
卷
七
（
二
〇
〇
下
）
に
出
る
も
の
で
あ
る
。

　

吉
藏
疏
は
こ
の
眞
諦
疏
を
參
照
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
現
常
佛
性
は
至
果
佛
性
に
、
當
常
佛
性
は
自
性
住
佛
性
に
そ
れ
ぞ
れ
相

當
し
、
了
因
佛
性
は
引
出
佛
性
の
こ
と
ら
し
い）

50
（

。
ま
た
、
現
常
と
當
常
を
顯
・
隱
に
配
し
て
い
る
の
は
、
あ
わ
せ
て
兩
者
を
法
身
と

如
來
藏
に
も
擬
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
眞
諦
疏
と
は
あ
え
て
名
稱
の
異
な
る
三
種
佛
性
を
言
い
、
三
種
佛
性
に
つ
い
て

た
だ
ち
に
隱
・
顯
の
不
二
相
卽
を
說
き
、
佛
性
を
性
急
に
無
所
得
中
道
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
眞
諦
疏
の
影

を
受
け
な
が
ら
も
、

そ
れ
を
短
絡
し
た
か
た
ち
の
議
論
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、『
仁
王
般
若
經
疏
』
の
後
に
撰
述
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
『
勝
鬘
寶
窟
』
で
は
、
如
來
藏
說
と
の
關
連
で
眞
諦
所
說
の

三
種
佛
性
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
如
來
藏
を
定
義
し
た
箇
所
で
次
の
よ
う
に
引
用
し
て
い
る
。

三
藏
云
わ
く
、
亦
た
如
來
胎
と
言
う
。
如
來
藏
、
煩
惱
の
中
に
在
る
を
如
來
藏
と
名
づ
く
。
如
來
藏
は
卽
ち
是
れ
佛
性
。
佛
性

に
三
あ
り
。
一
、
自
性

0

0

住0

佛
性

0

0

。
二
、
引
出
佛
性

0

0

0

0

。
三
、
至
得
佛
性

0

0

0

0

。
引
出
佛
性
は
、
初
發
意
よ
り
金
剛
心
に
至
る
ま
で
、
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此こ
こ中

の
佛
性
を
名
づ
け
て
引
出
と
爲
す
。
引
出
な
る
者
は
、
凡
そ
五
位
よ
り
出
づ
。
一
、
闡
提
よ
り
出
づ
。
二
、
外
道
よ
り
出

づ
。
三
、
聲
聞
よ
り
出
づ
。
四
、
緣
覺
よ
り
出
づ
。
五
、
菩
薩
の
無
明
住
地
位
よ
り
出
づ
。
諸
佛
三
身
は
卽
ち
是
れ
至
得
佛
性
。

前
の
二
性
を
以
て
本
と
爲
す
と
。
此
の
語
、『
佛
性
論
』
に
出
づ
。（
卷
下
本
・
六
七
中
）
51
（

）

吉
藏
は
『
佛
性
論
』
で
說
か
れ
る
隱
覆
の
義
に
依
っ
て
、
如
來
藏
を
「
如
來
、
隱
に
在
り
て
現
れ
ず
」
と
定
義
し
、
自
說
を
傍
證
す

る
た
め
に
こ
の
眞
諦
說
を
引
用
し
て
い
る
。
眞
諦
說
の
引
用
末
尾
が
不
明
瞭
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く

末
の
「
此
の
語
、『
佛
性
論
』

に
出
づ
」
の
み
が
吉
藏
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。
如
來
藏
を
三
種
佛
性
に
據
っ
て
說
い
て
い
る
の
は
眞
諦
說
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
如
來
藏
の
染
淨
依
持
を
說
く
『
勝
鬘
經
』
の
經

「
如
來
藏
常
住
不
變
、
是
故
如
來
藏
是
依
是
持
是
建
立
」（
大
正

十
二
・
二
二
二
中
）
の
解
釋
に
つ
い
て
も
、
如
來
藏
が
生
死
衆
生
の
依
・
持
・
建
立
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
三
種
佛
性
に
あ
て
は
め

て
い
る
眞
諦
說
に
依
據
し
て
い
る
。

三
藏
師
の
意
に
、『
依
』
な
る
者
は
、
卽
ち
自
性

0

0

住0

佛
性

0

0

。
緣
に
從
り
て
有
ら
ず
、
名
づ
け
て
自
性
と
爲
す
。
體
は
是
れ
常
法
、

故
に
名
づ
け
て
住
と
爲
す
。
是
の
常
住
な
る
を
以
て
、
能
く
生
死
の
爲
に
依
と
作
る
な
り
。『
持
』
な
る
者
は
卽
ち
引
出
佛
性

0

0

0

0

。

佛
性
あ
る
に
由
る
が
故
に
、
修
行
し
本
有
の
法
を
顯
出
す
る
を
得
、
故
に
名
づ
け
て
持
と
爲
す
。『
建
立
』
な
る
者
は
卽
ち
至0

得マ
マ

果
佛
性

0

0

0

。
佛
性
あ
る
を
以
て
の
故
に
果
德
を
成
ず
、
名
づ
け
て
建
立
と
爲
す
。（
卷
下
末
・
八
三
上
）

眞
諦
說
の
引
用
は
こ
の
二
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
と
も
に
如
來
藏
の
重
要
な
側
面
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
吉
藏
は
如
來
藏
の
解
釋
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
を
三
種
佛
性
に
も
と
づ
い
て
說
い
て
い
る
眞
諦
說
に
全
面
的
に
依
據
し
て
い
る
。
吉
藏
は
む
ろ
ん
、
三
種
佛
性
が
說

か
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
眞
諦
の
著
述
と
見
な
さ
れ
て
い
る
『
佛
性
論
』
を
參
照
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
三
種
佛
性
說
を
攝

取
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
眞
諦
の
所
說
を
媒
介
と
し
、
そ
れ
に
依
據
し
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

　

な
お
『
勝
鬘
寶
窟
』
で
は
、
如
來
藏
と
法
身
と
に
つ
い
て
も
、「
然
る
に
如
來
藏
と
法
身
と
は
、
更ま

つ
たく

二
あ
る
無
し
。
只た

だ是
隱
顯

の
名
な
る
の
み
。
法
身
を
隱
す
、
故
に
如
來
藏
と
名
づ
く
。
如
來
藏
を
顯
わ
す
、
故
に
法
身
と
名
づ
く
」（
同
上
・
六
八
中
）
と
、
隱
・
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顯
で
說
い
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
如
來
藏
と
法
身
の
不
二
が
隱
と
顯
の
二
不
二
相
卽
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
如
來
藏
が
法
身
と
異
な
ら

ず
、
言
亡
慮
絕
の
眞
如
實
相
で
あ
り
中
道
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
導
か
れ
て
い
る
。
如
來
藏
と
法
身
を
隱
・
顯
で
示
す
こ
と
は
吉

藏
以
前
に
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
彼
は
「
隱
を
如
來
藏
と
名
づ
け
、
顯
を
法
身
と
名
づ
く
」
な
ど
と
す
る
二
句
を
繰

り
か
え
し
て
用
い
て
い
る
。
こ
れ
も
圓
測
が
引
用
す
る
さ
き
の
『
本
記
』
に
見
え
て
い
る
如
來
藏
と
法
身
を
表
す
二
句
に
類
似
す
る
。

こ
の
句
に
つ
い
て
も
、
吉
藏
は
あ
る
い
は
直
接
に
は
眞
諦
に
も
と
づ
い
て
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

　

と
ま
れ
、
三
種
佛
性
の
攝
取
、
ひ
い
て
は
三
種
佛
性
を
も
と
に
し
て
如
來
藏
を
解
釋
す
る
こ
と
で
は
、
吉
藏
は
眞
諦
說
に
大
き
く

負
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

か
り
の
む
す
び

 　

以
上
、
吉
藏
が
明
ら
か
に
眞
諦
の
所
說
と
し
て
引
用
し
て
い
る
も
の
に
、
あ
え
て
限
定
し
て
取
り
あ
げ
て
み
た
。
そ
こ
で
ひ
と

ま
ず
、
第
一
に
「
眞
諦
三
藏
云
」
な
ど
と
明
記
し
て
彼
の
所
說
を
直
接
引
用
し
て
い
る
例
、
第
二
に
、
眞
諦
の
著
述
と
さ
れ
る
『
七

事
記
』
と
關
わ
っ
て
い
る
は
ず
の
經
典
冒
頭
の
證
信
序
の
解
釋
、
第
三
に
、
吉
藏
と
眞
諦
の
兩
者
と
も
に
撰
述
し
て
い
る
『
仁
王
經
』

の
疏
釋
を
取
り
あ
げ
、
ま
た
第
三
に
つ
い
て
は
、
菩
薩
の
階
位
說
、
二
諦
と
中
道
、
佛
性
と
い
う
問
題
に
か
ぎ
っ
て
、
吉
藏
疏
中
に

見
ら
れ
る
眞
諦
說
と
の
關
連
を
瞥
見
し
て
お
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
範
圍
か
ら
吉
藏
の
敎
學
に
お
け
る
眞
諦
の
影

を
窺
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
い
さ
さ
か

察
せ
ら
れ
る
こ
と
を
記
し
て
、
か
り
の
む
す
び
と
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
豫
想
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
吉
藏
は
傳
譯
者
と
し
て

の
眞
諦
が
も
た
ら
し
た
知
識
や
情
報
に
は
多
大
の
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
眞
諦
の
所
說
と
し
て
引
用
さ
れ
る
そ
の
多
く
が
、

固
有
名
詞
の
語
義
解
釋
や
、
イ
ン
ド
の
知
識
や
情
報
を
傳
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
眞
諦
說
を
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明
記
し
て
引
用
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
を
權
威
と
み
な
し
て
依
據
す
る
姿
勢
は
と
り
た
て
て
窺
わ
れ
ず
、
自
說
に
對
す
る
異
說
と
し
て
、

あ
る
い
は
諸
說
を
列
擧
す
る
う
ち
の
一
說
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
傾
聽
す
べ
き
一
說
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
證
信
序
の
解
釋
や
『
仁
王
經
』
の
疏
釋
な
ど
で
は
、
眞
諦
說
と
は
明
記
せ
ず
に
引
用
し
た
り
、
あ

る
い
は
そ
れ
に
よ
っ
て
自
說
を
補
完
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
水
面
下
で
は
相
當
依
據
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
取
り
あ
げ
た
う
ち
、
吉
藏
の
敎
學
に
直
接
關
わ
っ
て
く
る
の
は
、
二
諦
と
中
道
、
お
よ
び
佛
性
の
問
題
と
な
ろ
う
。

　

こ
の
う
ち
二
諦
に
つ
い
て
は
、
吉
藏
は
自
說
と
の
相
異
に
氣
づ
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
眞
諦
說
を
取
り
あ
げ
て
の
議
論
は
見

ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
は
、
吉
藏
の
長
安
時
期
の
後
期
著
述
の
な
か
で
攝
論
師
の
三
無
性
・
非
安
立
諦
へ
の
批
判
と
し
て
展
開
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
佛
性
に
關
し
て
は
、
吉
藏
は
三
種
佛
性
の
攝
取
に
さ
い
し
て
眞
諦
の
所
說
に
影

を
受
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
簡
單
に
補
足
し
て
お
く
と
、
吉
藏
に
お
い
て
如
來
藏
は
『
佛
性
論
』
の
如
來
藏
五
種
、『
勝
鬘
經
』
の
五
藏
義
、『
攝

大
乘
論
釋
』
の
法
界
（
法
身
）
五
義
と
し
て
深
化
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
『
法
華
經
論
』
の
五
種
甚
深
へ
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
「
成
佛
の

義
、
要か

な
らず

此
の
五
を
具
う
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
內
實
は
三
種
佛
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
（『
法
華
論
疏
』
卷
中
・
大
正
四
〇
・
八
〇
二
上
）。

そ
こ
か
ら
『
法
華
經
』
の
一
乘
に
成
佛
の
五
義
が
具
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、『
法
華
經
』
に
は
佛
性
が
明
か
さ
れ
な
い
と
す
る

光
宅
寺
法
雲
な
ど
の
舊
說
を
最
終
的
に
論

す
る
に
い
た
っ
て
い
る）

52
（

。
ま
た
他
方
で
は
、
三
種
佛
性
は
『
攝
大
乘
論
釋
』
に
說
か
れ

る
大
乘
の
三
義
（
性
・
隨
・
得
）
と
同
義
と
さ
れ
、
さ
ら
に
大
乘
（
一
乘
）
の
三
義
は
『
十
二
門
論
』
に
も
適
用
さ
れ
、
そ
の
「
觀

因
緣
門
」（
大
正
三
〇
・
一
五
九
下
）
の
「
大
分
深
義
、
所
謂
空
也
」
は
乘
性
、「
通
逹
是
義
」
は
乘
得
、「
具
足
六
波
羅
蜜
」
は
乘
隨
と
も

解
釋
さ
れ
て
い
る
（『
勝
鬘
寶
窟
』
卷
上
末
・
二
四
中
）。
三
種
佛
性
・
大
乘
の
三
義
を
介
し
て
、『
法
華
經
』『
勝
鬘
經
』
な
ど
の
一
乘
・
佛

性
と
三
論
敎
學
の
中
道
實
相
の
統
合
が
は
か
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
種
佛
性
は
吉
藏
の
敎
學
の
な
か
で
重
要
な
役

を
果
た
し

て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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さ
ら
に
進
ん
で
、
吉
藏
の
敎
學
の
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
眞
諦
の
影

を
全
面
的
に
量
る
た
め
に
は
、『
攝
大
乘
論
』

を
は
じ
め
と
す
る
眞
諦
の
全
譯
業
を
あ
わ
せ
て
檢
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

注

（
1
） 

吉
藏
の
著
述
の
な
か
で
は
、眞
諦
に
つ
い
て
、わ
ず
か
に
『
法
華
經
』「
提
婆
逹
多
品
」
の
譯
出
に
關
連
し
て
、「
梁
末
有
西
天
竺
優
禪
尼
國
人
、

名
婆
羅
末
陀
、
此
云
眞
諦
、
又
翻
出
此
品
、
始
安
見
寶
塔
品
後
也
」（『
法
華
義
疏
』
卷
一
・
大
正
三
四
・
四
五
二
上
）
と
言
及
す
る
。
ま
た
吉

藏
の
『
涅
槃
經
疏
』
に
は
興
皇
法
朗
が
眞
諦
に
『
本
有
今
無
四
偈
論
』
の
翻
譯
を
請
う
た
こ
と
を
記
し
て
い
た
と
い
う
（
安
澄
『
中
論
疏
記
』

卷
三
末
・
大
正
六
五
・
九
八
中
）。

（
2
） 

平
井
俊
榮
『
中
國
般
若
思
想
史
硏
究
―
吉
藏
と
三
論
學
派
―
』（
春
秋
社
、
一
九
七
六
年
）
三
五
四
〜
三
八
一
頁
參
照
。

（
3
） 

眞
諦
の
譯
述
書
に
つ
い
て
は
、
宇
井
伯
壽
「
眞
諦
三
藏
傳
の
硏
究
」（『
印
度
哲
學
硏
究
第
六
』、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）
に
、『
歷
代
三

寶
紀
』
に
も
と
づ
い
て
翻
譯
は
約
五
十
二
部
、
撰
述
は
約
二
十
九
部
と
ひ
と
ま
ず
整
理
さ
れ
て
い
る
。

（
4
） 『
法
華
玄
論
』
卷
一
（
大
正
三
四
・
三
六
四
下
）、『
維
摩
經
義
疏
』
卷
一
（
大
正
三
八
・
九
一
五
下
）、『
淨
名
玄
論
』
卷
二
（
大
正
三
八
・
八
六
七

中
）、『
法
華
論
疏
』
卷
上
（
大
正
四
〇
・
七
八
六
中
）
な
ど
を
參
照
。

（
5
） 『
大
乘
玄
論
』
卷
五
（
大
正
四
五
・
六
三
下
〜
六
四
中
）。
な
お
『
中
觀
論
疏
』
序
疏
（
大
正
四
二
・
一
下
）
を
も
あ
わ
せ
て
參
照
の
こ
と
。
吉

藏
の
ば
あ
い
、
四
依
と
は
大
乘
の
菩
薩
の
階
位
第
十
地
に
相
當
す
る
と
し
て
い
る
。

（
6
） 『
百
論
疏
』
序
疏
（
大
正
四
二
・
二
三
四
中
〜
下
）、『
法
華
論
疏
』
卷
上
（
大
正
四
〇
・
七
八
五
上
）。

（
7
） 

こ
の
著
述
も
現
在
で
は
眞
諦
自
身
の
著
述
と
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
8
） 

水
野
淸
一
・
長
廣
敏
雄
『
龍
門
石
窟
の
硏
究
（
二
）
本

篇
』（
同
朋
舍
、
一
九
八
〇
年
覆
刻
版
）
三
三
九
・
三
四
一
頁
所
載
の
拓
本
に
よ
る
。

大
正
藏
の
『
付
法
藏
傳
』
に
よ
れ
ば
、
龍
樹
は
第
十
三
祖
、
婆
修
槃
陀
は
第
二
十
祖
と
も
數
え
ら
れ
る
。

（
9
） 

船
山
徹
「
眞
諦
三
藏
の
著
作
の
特
徵
」（『
關
西
大
學
東
西
學
術
硏
究
所
紀
要
』
第
三
八
輯
、
二
〇
〇
五
年
）
に
、
眞
諦
の
著
述
二
十
六
部
が
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整
理
さ
れ
て
い
る
。

（
10
） 
原

は
「
眞
諦
三
藏
釋
攝
大
乘
論
意
、
自
十
行
第
六
心
去
、
則
三
界
外
受
生
。
云
云
」。

（
11
） 
原

は
「
明
了
論
云
、
支
提
、
此
云
淨
處
也
」。
內
容
か
ら
見
て
『
明
了
論
』
の
本

で
な
い
。

（
12
） 

眞
諦
の
語
義
解
釋
に
つ
い
て
は
、
前
注
（
9
）
船
山
論

に
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。 

（
13
） 

迦
留
陀
夷
・
摩
訶
迦
葉
は
眞
諦
の
著
述
『
十
八
部
論
疏
』
か
ら
引
用
さ
れ
る
が
、
便
宜
的
に
こ
こ
に
も
含
め
て
お
く
。

（
14
） 

吉
藏
は
直
接
出
會
っ
た
天
竺
僧
か
ら
「
日
月
燈
明
佛
」
や
「
迦
旃
延
」
の
情
報
を
得
て
い
る
。『
法
華
義
疏
』
卷
二
（
大
正
三
四
・
四
七
九
下
）、

『
法
華
統
略
』
卷
上
本
（
菅
野
博
史
譯
注
本
（
上
）、
大
藏
出
版
、
一
九
九
八
年
）
二
五
三
頁
。

（
15
） 

吉
藏
に
は
ま
た
『
中
邊
分
別
論
疏
』
が
あ
っ
た
と
傳
え
ら
れ
る
（
石
田
茂
作
『
奈
良
朝
現
在
一
切
經
疏
目
錄
』、
東
洋

庫
、
一
九
三
〇
年
）。

こ
の
著
述
も
あ
る
い
は
眞
諦
の
「
中
邊
分
別
論
疏
三
卷
」（『
大
唐
內
典
錄
』
卷
五
・
大
正
五
五
・
二
七
三
中
）
と
關
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
兩
著
と
も
に
亡
佚
し
て
い
る
。

（
16
） 

た
だ
し
、
眞
諦
譯
出
の
『
中
論
』
は
羅

羅
跋
陀
羅
註
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
今
津
洪
嶽
「
羅

羅
跋
陀
羅
の
中
論
註
に
就
て
」

（『
現
代
佛
敎
』
二
卷
十
六
號
、
一
九
二
五
年
）。

（
17
） 

ま
た
『
大
品
經
義
疏
』
卷
一
（
續
一
・
三
八
・
一
・
十
三
裏
上
）
を
參
照
。

（
18
） 

吉
藏
の
著
述
の
な
か
で
は
、
こ
の
ほ
か
、『
觀
無
量
壽
經
義
疏
』
卷
一
（
大
正
三
七
・
二
三
九
上
〜
中
）
な
ど
で
も
通
序
（
證
信
序
）
に
つ
い

て
說
い
て
い
る
が
、
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。

（
19
） 『
仁
王
般
若
經
疏
』
卷
上
一
（
大
正
三
三
・
三
一
六
上
）。
ま
た
『
涅
槃
經
集
解
』
卷
二
（
大
正
三
七
・
三
八
三
中
〜
三
八
四
中
）
所
載
の
諸
說

を
參
照
。

（
20
） 『
法
華
義
記
』
卷
一
（
大
正
三
三
・
五
七
五
中
）。
ま
た
前
注
『
涅
槃
經
集
解
』
卷
二
所
載
の
明
駿
說
を
參
照
。

（
21
） 

な
お
北
地
の
慧
遠
『
無
量
壽
經
義
疏
』
卷
上
（
大
正
三
七
・
九
二
下
）
で
も
六
事
に
言
及
す
る
。

（
22
） 

吉
藏
が
引
用
す
る
『
燈
論
』
偈
の
句
「
一
切
修
多
羅
、
法
門
皆
如
是
」
は
『
付
法
藏
傳
』
の
「（
婆
修
槃
陀
）
善
解
一
切
修
多
羅
義
」
を
想
起

さ
せ
る
。
前
注
（
8
）『
龍
門
石
窟
の
硏
究
（
二
）
本

篇
』
三
四
一
頁
參
照
。『
燈
論
』
は
、
あ
る
い
は
天
親
に
假
託
さ
れ
た
當
時
の
僞
書
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で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

（
23
） 
憬
興
『
三
彌
勒
經
疏
』
に
「
言
在
者
、
燈
論
云
、
有
二
種
。
一
心
所
在
、
二
身
所
在
。
身
所
在
如
竹
林
精
舍
靈
鷲
山
等
。
其
心
所
在
者
有
六
。

一
梵
住
。
云
云
」（
大
正
三
八
・
三
〇
六
下
〜
三
〇
七
上
）
と
、
證
信
序
の
「
在
」
を
說
く
『
燈
論
』
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
『
燈
論
』
は

お
そ
ら
く
吉
藏
の
引
用
す
る
も
の
と
同
一
書
で
あ
ろ
う
。
憬
興
は
新
羅
の
神

王
（
在
位
六
八
一
〜
六
九
一
）
の
國
老
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る

（『
三
國
遺
事
』
卷
五
・
大
正
四
九
・
一
〇
一
二
下
）。

（
24
） 「
微
細
律
」
に
つ
い
て
は
古
來
不
明
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
唐
の
定
賓
は
「
微
細
律
者
、
卽
犍
度
中
辨
微
細
罪
也
。
諸
師
未
曉
」（『
四
分
律
疏
飾

宗
義
記
』
卷
十
本
・
續
一
・
六
六
・
三
・
二
九
一
表
下
）
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

（
25
） 

五
種
謗
は
、
お
そ
ら
く
『
攝
大
乘
論
釋
』
卷
十
二
（
大
正
三
一
・
二
四
四
上
）
の
四
謗
に
、『
智
度
論
』
卷
十
五
（
大
正
二
五
・
一
七
〇
下
）
の

愚
癡
論
を
插
入
し
て
な
っ
た
說
で
あ
ろ
う
。

（
26
） 

な
お
『
金
剛
仙
論
』
卷
一
（
大
正
二
五
・
八
〇
〇
下
）
に
も
理
と
敎
の
「
決
定
如
是
」
が
說
か
れ
て
い
る
。

（
27
） 『
大
般
若
經
理
趣
分
述
讚
』
卷
一
（
大
正
三
三
・
二
七
中
）、『
法
華
玄
贊
』
卷
一
末
（
大
正
三
四
・
六
六
三
上
）
な
ど
を
參
照
。
た
だ
し
、
瑤
公

は
「
寶
公
」
に
も
作
り
、
未
詳
。

（
28
） 

敦
煌
寫
本
・
道
液
『
淨
名
經
關
中
釋
抄
』
卷
上
（
大
正
八
五
・
五
一
二
上
〜
中
）
に
は
、『
智
度
論
』
の
四
種
住
に
眞
諦
が
境
界
住
以
下
の
四

住
を
加
え
て
八
住
と
し
た
と
說
い
て
い
る
。

（
29
） 『
仁
王
般
若
經
疏
』
卷
上
一
（
大
正
三
三
・
三
一
六
下
〜
三
一
七
上
）
に
見
え
る
八
住
で
は
、天
住
を
四
禪
と
し
て
他
の
吉
藏
の
著
述
と
は
異
な
っ

て
い
る
が
、
む
し
ろ
『
地
持
論
』
や
『
三
無
性
論
』、
眞
諦
の
說
に
合
致
す
る
。

（
30
） 

こ
の
三
著
は
順
次
、『
仁
王
般
若
經
疏
』
卷
上
一
（
大
正
三
三
・
三
一
六
下
）、『
維
摩
經
義
疏
』
卷
一
（
大
正
三
八
・
九
一
九
上
）、『
勝
鬘
寶
窟
』

卷
上
本
（
大
正
三
七
・
七
下
）
に
引
用
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
『
闍
王
懺
悔
經
』
は
も
と
眞
諦
『
金
剛
般
若
疏
』
に
引
用
さ
れ
る
と
傳
え
ら
れ
る
。

圓
測
『
解
深
密
經
疏
』
卷
一
（
續
一
・
三
四
・
四
・
三
〇
二
裏
上
）、
同
『
仁
王
經
疏
』
卷
上
本
（
大
正
三
三
・
三
六
三
中
）
參
照
。

（
31
） 『
仁
王
般
若
經
』
が
僞
經
で
あ
る
こ
と
は
梁
代
か
ら
言
わ
れ
て
お
り
、
吉
藏
も
ま
た
そ
れ
を
承
知
し
て
い
た
。『
二
諦
義
』
卷
下
（
大
正

四
五
・
一
一
三
下
）、『
法
華
玄
論
』
卷
十
（
大
正
三
四
・
四
四
三
下
）
參
照
。
吉
藏
の
『
仁
王
般
若
經
疏
』
は
こ
れ
ら
の
著
述
以
後
の
成
立
と
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推
測
さ
れ
る
。

（
32
） 
眞
諦
說
を
「
三
藏
師
云
」
と
し
て
引
用
す
る
の
は
、
吉
藏
の
他
の
著
述
に
は
殆
ど
見
う
け
ら
れ
ず
、
特
異
で
あ
る
が
、
目
下
そ
の
理
由
に
つ

い
て
は
知
り
え
な
い
。

（
33
） 

た
だ
し
、
經
に
宗
體
を
立
て
る
問
題
に
つ
い
て
は
吉
藏
の
所
說
が
一
定
し
て
い
な
い
。
菅
野
博
史
『
中
國
法
華
思
想
の
硏
究
』（
春
秋
社
、

一
九
九
四
年
）
四
九
六
〜
五
〇
四
頁
參
照
。

（
34
） 

あ
る
い
は
『
仁
王
般
若
經
』
の
十
信
を
習
種
性
に
置
き
（
卷
中
三
・
三
二
九
上
）、『
仁
王
般
若
經
』
の
十
信
を
習
種
性
、『
瓔
珞
本
業
經
』
の

十
信
を
外
凡
十
善
と
し
（
同
上
・
三
三
三
上
）、『
仁
王
般
若
經
』
の
十
信
・
十
住
、
お
よ
び
『
瓔
珞
本
業
經
』
の
十
住
を
と
も
に
習
種
性
と

し
（
卷
下
五
・
三
四
八
中
〜
三
四
九
中
）、
一
定
し
て
い
な
い
。

（
35
） 

こ
の
『
本
記
』
と
同

が
、
智
顗
・
灌
頂
『
仁
王
護
國
般
若
經
疏
』
卷
四
（
大
正
三
三
・
二
七
三
中
）
に
も
「
古
人
云
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て

い
る
。

（
36
） 

圓
測
『
仁
王
經
疏
』
卷
中
本
（
大
正
三
三
・
三
八
六
下
）
に
「
本
記
云
、
十
信
爲
習
種
性
、
十
解
爲
性
種
性
、
十
行
爲
道
種
性
、
十
廻
向
已
上
、

卽
屬
見
道
」
と
し
た
う
え
で
、
三
伏
忍
位
に
つ
い
て
の
三
異
說
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る
。
ま
た
同
書
同
卷
（
三
九
三
下
）
な
ど
を
も
參
照
。

（
37
） 

圓
測
『
仁
王
經
疏
』
卷
下
末
（
大
正
三
三
・
四
一
五
上
）
に
は
『
仁
王
般
若
經
』
の
「
修
行
十
善
」（
大
正
八
・
八
三
一
中
）
を
解
し
て
「
此
修

十
善
、
謂
不
殺
生
等
十
善
業
道
。
或
可
十
信
、
十
種
信
心
。
雖
有
兩
說
、
本
記
意
存
十
信
」
と
言
う
。

（
38
） 『
中
觀
論
疏
』
卷
二
本
（
大
正
四
二
・
二
四
下
）、『
法
華
玄
論
』
卷
四
（
大
正
三
四
・
三
九
六
上
）、
同
卷
八
（
四
二
四
中
）、『
法
華
義
疏
』
卷

十
一
（
大
正
三
四
・
六
一
二
下
）、『
淨
名
玄
論
』
卷
一
（
大
正
三
八
・
八
六
一
下
）、
そ
の
他
。

（
39
） 『
法
華
玄
論
』
卷
五
（
大
正
三
四
・
四
〇
三
中
）、
同
卷
八
（
四
三
三
上
）。

（
40
） 

こ
の
論
書
に
つ
い
て
は
未
詳
。『
法
經
錄
』
に
「
五
凡
夫
論
一
卷
／
右
一
論
、
是
人
造
僞
妄
」（
卷
五
・
大
正
五
五
・
一
四
二
上
）。

（
41
） 

慧
均
『
大
乘
四
論
玄
義
』
卷
二
（
續
一
・
七
四
・
一
・
一
四
裏
下
）。
ま
た
崔
鈆
植
校
注
『
大
乘
四
論
玄
義
記
』（B

ulkw
ang

出
版
社
、
二
〇
〇
九

年
）
三
一
八
〜
三
一
九
頁
。

（
42
） 

水
野
弘
元
「
五
十
二
位
等
の
菩
薩
階
位
說
」（『
佛
敎
學
』
十
八
號
、
一
九
八
四
年
）
參
照
。
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（
43
） 『
勝
鬘
寶
窟
』
卷
中
末
（
大
正
三
七
・
四
九
上
〜
中
）、『
法
華
義
疏
』
卷
七
（
大
正
三
四
・
五
四
三
下
）。

（
44
） 
た
と
え
ば
『
法
華
統
略
』
卷
下
本
に
「
依
眞
諦
師
意
、
十
信
但
伏
見
諦
、
十
解
則
斷
見
諦
惑
、
伏
修
惑
。
至
十
行
第
六
心
、
斷
修
惑
盡
、
與

二
乘
齊
。
十
行
第
七
心
已
去
、
伏
四
住
習
及
無
明
也
。
初
地
已
去
、
斷
四
住
習
及
無
明
也
」（
菅
野
博
史
譯
注
本
（
下
）、
大
藏
出
版
、

二
〇
〇
〇
年
）
七
二
六
頁
。
ま
た
『
勝
鬘
寶
窟
』
卷
中
末
（
大
正
三
七
・
五
一
中
）
參
照
。

（
45
） 

吉
藏
の
長
安
日
嚴
寺
時
期
の
『
中
觀
論
疏
』
卷
三
本
（
大
正
四
二
・
三
四
下
）、『
大
乘
玄
論
』
卷
一
（
大
正
四
五
・
一
九
中
）
に
も
、『
仁
王
般

若
經
』
の
有
諦
・
無
諦
・
中
道
第
一
義
諦
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
46
） 『
仁
王
般
若
經
疏
』
卷
中
四
（
大
正
三
三
・
三
四
三
上
）
で
は
、
わ
ず
か
に
空
諦
・
色
諦
・
心
諦
の
三
諦
に
つ
い
て
、「
三
藏
師
云
」
と
し
て
眞

諦
の
所
說
が
引
用
さ
れ
る
が
、
各
項
目
の
說
明
に
す
ぎ
な
い
。

（
47
） 

圓
測
『
仁
王
經
疏
』
卷
上
末
（
大
正
三
三
・
三
八
二
上
）、
同
卷
中
末
（
四
〇
三
上
）
な
ど
に
も
三
諦
に
か
か
わ
る
『
本
記
』
の
引
用
が
あ
る
。

（
48
） 

原

は
「
卽
云
不
一
、
卽
是
二
諦
」。
良
賁
『
仁
王
護
國
般
若
波
羅
蜜
多
經
疏
』
卷
中
二
（
大
正
三
三
・
四
八
三
上
）
所
引
の
『
本
記
』
を
參

照
し
た
。

（
49
） 『
大
乘
玄
論
』
卷
三
「
佛
性
義
」（
大
正
四
五
・
三
五
中
〜
四
二
中
）
參
照
。

（
50
） 『
仁
王
般
若
經
疏
』
卷
上
一
に
「
三
藏
師
云
、
一
自
性
根
、
本
是
凡
夫
。
二
引
取
根
、
十
信
至
十
地
。
三
得
果
根
、
佛
地
」（
大
正

三
三
・
三
一
七
下
）
と
眞
諦
の
三
根
說
が
引
用
さ
れ
る
が
、
吉
藏
疏
の
三
種
佛
性
と
の
關
連
は
不
明
。
圓
測
『
仁
王
經
疏
』
卷
上
本
（
大
正

三
三
・
三
六
七
上
）
に
引
用
さ
れ
る
『
本
記
』
の
三
根
說
も
ほ
ぼ
同

。

（
51
） 

以
下
『
勝
鬘
寶
窟
』
の
引
用

は
、
一
々
注
記
し
な
い
が
大
正
藏
の
校
勘
に
從
っ
て
改
め
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

（
52
） 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
橫
超
慧
日
『
法
華
思
想
の
硏
究
』（
平
樂
寺
書
店
、
一
九
七
一
年
）
二
四
八
〜
二
五
六
頁
參
照
。
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涯
と
思
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―
敦
煌
出
土
『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
卷
第
三
（
Ｓ
二
七
七
＋
Ｐ
二
七
九
六
）「
四
善
根
義
」

を
中
心
と
し
て

池　

田　

將　

則

　

本
稿
は
、
南
北
朝
末
か
ら
隋
唐
初
の
い
わ
ゆ
る
「
攝
論
宗
」
を
代
表
す
る
學
匠
の
一
人
で
あ
る
道
基
（
五
七
七
以
前
〜
六
三
七
）

に
焦
點
を
當
て
、
新
出
資
料
で
あ
る
道
基
撰
述
書
の
殘
卷
『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
卷
第
三
（
Ｓ
二
七
七
＋
Ｐ
二
七
九
六）

1
（

）
の
解
讀
を
中

心
に
、
道
基
の
傳
歷
と
そ
の
思
想
の
一
端
と
を
論
ず
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
一
般
に
「
攝
論
宗
」
が
北
地
に
興
起
し
た
の
は
曇
遷
（
五
四
二
〜
六
○
七
）
に
始
ま
る
と
さ
れ
て
お
り
、
北
周

武
帝
の
廢
佛
（
五
七
四
〜
五
七
七
年
）
を
避
け
南
朝
陳
に
亡
命
し
て
『
攝
大
乘
論
』
を
入
手
し
た
曇
遷
が
、
隋
の
建
國
後
に
北
地
に

戾
っ
て
彭
城
で
開
講
し
、さ
ら
に
開
皇
七
年
（
五
八
七
）
に
隋

帝
（
在
位
五
八
一
〜
六
○
四
）
の
勅
を
受
け
長
安
に
入
京
し
て
『
攝

大
乘
論
釋
』
を
開
講
し
た
の
が
北
地
に
お
け
る
『
攝
大
乘
論
釋
』
講
說
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る）

2
（

。

　

曇
遷
に
始
ま
る
「
攝
論
宗
」
は
隋
か
ら
唐
初
に
か
け
て
の
佛
敎
史
に
お
い
て
主
流
の
位
置
を
占
め
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
が
、
隋
唐
初
に
お
け
る
「
攝
論
宗
」
の
推
移
と
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
曇
遷
系
統
の
長
安
「
攝
論
宗
」
と
は
別
に
、
眞
諦

（
四
九
九
〜
五
六
九
）
の
直
弟
子
の
一
人
、
法
泰
に
受
業
し
、
彭
城
崇
聖
寺
に
と
ど
ま
っ
て
弘
法
し
た
靖
嵩
（
五
三
七
〜
六
一
四
）
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の
系
統
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
靖
嵩
自
身
は
彭
城
か
ら
動
く
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
靖
嵩
の
も
と
で
學
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
道

基
は
煬
帝
（
在
位
六
○
四
〜
六
一
八
）
の
治
世
に
洛
陽
慧
日
道
場
に
お
い
て
盛
ん
に
講
說
を
開
き
、
ま
た
隋
末
唐
初
の
混
亂
期
に
は

他
の
慧
日
道
場
の
大
德
た
ち
と
と
も
に
蜀
（
四
川
省
）
に
避
難
し
、『
攝
大
乘
論
』
を
宣
揚
し
て
い
た
。
從
來
か
ら
注
目
さ
れ
て
き

た
よ
う
に
、
道
基
は
イ
ン
ド
へ
旅
立
つ
前
の
玄
奘
（
六
○
二
？
〜
六
六
四）

3
（

）
が
靑
年
期
に
敬
事
し
た
師
の
一
人
で
あ
り
、
眞
諦
―
法

泰
―
靖
嵩
―
道
基
と
つ
ら
な
る
學
系
か
ら
玄
奘
が
輩
出
し
た
こ
と
は
隋
唐
初
の
佛
敎
史
に
お
い
て
非
常
に
深
い
意
味
を
持
つ
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
卷
第
三
（
Ｓ
二
七
七
＋
Ｐ
二
七
九
六
）
は
、
こ
の
道
基
の
撰
述
に
係
る
、
法
救
（
ダ
ル

マ
ト
ラ
ー
タ
）
造
・
僧
伽
跋
摩
等
譯
『
雜
阿
毘
曇
心
論
』（
四
三
五
年
譯
了）

4
（

）
に
對
す
る
「
章
」
形
式）

5
（

の
注
釋
の
殘
卷
で
あ
る
。
本

殘
卷
は
玄
奘
習
學
當
時
の
中
國
に
お
け
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
學
の
實
態
を
傳
え
る
貴
重
な
實
錄
で
あ
り
、「
攝
論
宗
」
の
思
想
・
實
踐
を

考
え
る
う
え
で
の
重
要
資
料
の
一
つ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
ま
ず
こ
の

獻
に
關
す
る
書
誌
的
な
問
題
に
つ
い
て
基
本
情
報
を
ま
と

め
、
次
に
『
續
高
僧
傳
』
本
傳
を
も
と
に
道
基
の
傳
歷
を
跡
づ
け
、
最
後
に
現
存
殘
卷
の
初
め
の
一
章
「
四
善
根
義
」
に
み
ら
れ
る

特
徵
的
思
想
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。
以
下
、（
一
）『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
卷
第
三
（
Ｓ
二
七
七
＋
Ｐ
二
七
九
六
）
に
つ
い
て
、（
二
）

道
基
傳
、（
三
）「
四
善
根
義
」
の
思
想
、
の
三
節
に
分
け
て
論
述
す
る
。

一　
『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
卷
第
三
（
Ｓ
二
七
七
＋
Ｐ
二
七
九
六
）
に
つ
い
て

　

本
殘
卷
は
敦
煌
出
土
ス
タ
イ
ン
二
七
七
寫
本
と
ペ
リ
オ
二
七
九
六
寫
本
と
の
二
本
に
分
か
れ
て
傳
存
す
る
が
、
前
者
の
末
尾
と
後
者

の
冒
頭
と
が
接
合
す
る
一
連
の

獻
で
あ
り
、
ペ
リ
オ
本
の
最
後
に
「『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
卷
第
三
」
と
の
尾
題
を
有
す
る
。
撰
者
の

名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、日
本
の
安
澄
（
七
六
三
〜
八
一
四
）
や
凝
然
（
一
二
四
○
〜
一
三
二
一
）
が
引
用
す
る
道
基
『
阿
毘
曇
章
』
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（
も
し
く
は
『
毘
曇
章
』）
の
佚

と
一
致
す
る
部
分
が
あ
る
こ
と
か
ら
、道
基
撰
述
書
の
殘
卷
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
以
下
、（
一
）

接
合
部
分
の
檢
證
と
現
存
殘
卷
の
構
成
、（
二
）
佚

と
の
對
照
と
道
基
『
阿
毘
曇
章
』
の
復
元
の
二
項
に
分
け
て
論
述
す
る
。

（
一
）　

接
合
部
分
の
檢
證
と
現
存
殘
卷
の
構
成

　

上
述
の
よ
う
に
本
殘
卷
は
ス
タ
イ
ン
二
七
七
寫
本
と
ペ
リ
オ
二
七
九
六
寫
本
と
の
二
本
と
し
て
傳
存
し
、
前
者
は
首
尾
缺
で

四
六
八
行
、
後
者
は
首
缺
尾
存
で
一
一
二
行
が
殘
存
す
る）

6
（

。
兩
寫
本
の
接
合
部
分
を
含
む
一
段
を
ま
ず
釋

の
か
た
ち
で
示
す
と
次

の
と
お
り
で
あ
る
（
ス
タ
イ
ン
本
の
末
尾
三
行
と
ペ
リ
オ
本
の
冒
頭
三
行
と
は
ペ
リ
オ
本
を
上
に
し
て
つ
な
が
る
）。「
Ｓ
」
は
ス
タ

イ
ン
本
、「
Ｐ
」
は
ペ
リ
オ
本
の
行
數
を
示
し
、「
…
…
」
は
筆
者
に
よ
る
省
略
を
表
す
。﹇　

﹈
內
は
殘
畫
か
ら
推
定
し
た

字
、【　

】

內
は
兩
寫
本
の
殘
畫
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
て
判
讀
し
た

字
で
あ
り
、「
□
」
は
判
讀
不
能
の

字
、「
＊
」
は
料
紙
の
缺
損
部
分
の
字

數
の
推
定
を
表
す
。

S464 

…
…
第
二
以
五
人
者
、
先
明
三
人
、
都
辨
五
人
。
從
煖
至
一﹇
須
﹈□
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

S465 

斯
陀
中
開
出
家
一
種
子
、
故
五
人
。
今
言
五
人
、
從
煖
法
至
須
陀

爲
第
一
人
、
家
家﹇
爲
﹈＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

P1+S466 

爲
第
四
人
、
阿
那
含
爲
第
五
人
。
次
以
五【
人
攝
】十
二
住
者
、
五
人
內
＊
＊
＊
攝
十
二
住
內
第
一
第
＊
＊
＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊
＊

P2+S467 

以
後
收
前
、
得
言
攝
也
。
第
二
人
攝
第
四
第
五【
第
】六
三
人
。
以
實
、
家
家
不
攝
斷
一
二
品
、
爲
□
＊
＊
＊
＊
＊

＊
＊
＊

P3+S468 

故
攝
三
人
。
第
七
第
八
兩
人
、
以
實
言
之
、
此
斯
陀
果【
但
攝
】第
八
人
斷
六
品
惑
、
不
攝
□
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

P4 

通
攝
斷
第
五
品
惑
、
爲
斯
陀
。
第
四
人
攝
第
九
一
人
者
、
攝
第
九
一
種
子
人
也
。
第
五
人
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
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P5 

者
、
以
阿
那
含
用
前
攝
後
、
故
攝
三
人
也
。
…
…

　

料
紙
の
下
部
が
缺
け
て
い
る
た
め
不
明
の

字
が
あ
る
が
、
こ
の
一
段
の
典
據
で
あ
る
眞
諦
（
四
九
九
〜
五
六
九
）
譯
『
攝
大
乘

論
釋）

7
（

』
と
本
殘
卷
の
前
後
の
所
說
と
を
參
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
復
元
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

缺
落
し
て
い
る

字
を
推
定
し
て
譯
し
た
部
分
は
〔　

〕
で
括
り
、
意
味
上
の
補
い
は
（　

）
で
括
る
。

S464 

…
…
第
二
に
五
人
に
よ
っ
て
（
聲
聞
の
十
二
住
を
お
さ
め
る
）
と
は
、
ま
ず
三
人
を
明
ら
か
に
し
、
あ
わ
せ
て
五
人
を

說
明
す
る
。
煖
法
か
ら
第
一
の
須
〔
陀

ま
で
と
、
第
二
の
斯
陀
含
と
、
第
三
の
阿
那
含
と
が
三
人
で
あ
り
〕、

S465 

斯
陀
含
の
な
か
か
ら
開
い
て
家〔
家
〕・
一
種
子
を
別
出
す
る
の
で
、
そ
れ
で
五
人
と
な
る
。
い
ま「
五
人
」と
言
う
の
は
、

煖
法
か
ら
須
陀

ま
で
を
第
一
人
と
し
、
家
家
を〔
第
二
人
〕と
し
、〔
斯
陀
含
を
第
三
人
と
し
、
一
種
子
を
〕

P1+S466 

第
四
人
と
し
、
阿
那
含
を
第
五
人
と
す
る（
の
で
あ
る
）。
次
に
五
人
に
よ
っ
て
十
二
住
を
お
さ
め
る
と
は
、
五
人

の
う
ち
の〔
第
一
人
は
〕十
二
住
の
う
ち
の
第
一
・
第〔
二
・
第
三
の
三
人
〕を
お
さ
め
る
。〔
＊
＊
＊
＊
と
は
、〕

P2+S467 

（
行
位
か
ら
い
え
ば
）
後
（
に
位
置
す
る
須
陀

）
に
よ
っ
て
前
（
に
位
置
す
る
二
人
）
を
お
さ
め
る
か
ら
、「
攝
（
お

さ
め
る
）」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。（
五
人
の
う
ち
の
）
第
二
人
は
（
十
二
住
の
う
ち
の
）
第
四
・
第
五
・
第

六
の
三
人
を
お
さ
め
る
。
實
質
的
に
は
、
家
家
は
（
修
道
の
）
第
一
・
第
二
品
（
の
惑
）
を
斷
ず
る
（
十
二
住
の
第
四
人
）

を
お
さ
め
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
爲
□
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
、

P3+S468 

だ
か
ら
三
人
を
お
さ
め
る
の
で
あ
る
。（
十
二
住
の
う
ち
の
）
第
七
・
第
八
の
兩
人
に
つ
い
て
は
、實
質
的
に
言
え
ば
、

こ
の
斯
陀
含
果
は
た
だ
第
六
品
の
惑
を
斷
ず
る
（
十
二
住
の
）
第
八
人
を
お
さ
め
る
の
み
で
あ
り
、〔
第
五
品
の
惑
を
斷

ず
る
十
二
住
の
第
七
人
を
〕
お
さ
め
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
＊
＊

P4 

ひ
ろ
く
第
五
品
の
惑
を
斷
ず
る（
第
七
人
）も
お
さ
め
て
、斯
陀
含
と
す
る
の
で
あ
る
。（
五
人
の
う
ち
の
）第
四
人
は（
十
二

住
の
う
ち
の
）
第
九
の
一
人
を
お
さ
め
る
と
は
、
第
九
の
一
種
子
人
を
お
さ
め
る
の
で
あ
る
。（
五
人
の
う
ち
の
）
第
五
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人
は
〔（
十
二
住
の
う
ち
の
）
第
十
・
第
十
一
・
第
十
二
の
三
人
を
お
さ
め
る
〕

P5 

と
は
、
阿
那
含
が
（
行
位
か
ら
い
え
ば
）
前
（
に
位
置
す
る
位
）
に
よ
っ
て
後
（
に
位
置
す
る
二
人
）
を
お
さ
め
る
の
で
、

そ
れ
で
三
人
を
お
さ
め
る
の
で
あ
る
。
…
…

　

こ
の
一
段
は
現
存
殘
卷
の
第
二
章
「
四
沙
門
果
義
」
に
お
い
て
『
菩
薩
地
持
經
』
住
品
（
大
正
三
○
・
九
四
五
中
下
）
や
眞
諦
譯

『
攝
大
乘
論
釋
』
入
因
果
修
差
別
勝
相
品
（
大
正
三
一
・
二
三
○
上
）
に
說
か
れ
る
聲
聞
の
十
二
住
と
四
沙
門
果
（
須
陀
・
斯
陀
含
・

阿
那
含
・
阿
羅
漢
）
と
の
對
應
關
係
が
樣
々
に
分
析
さ
れ
る
な
か
の
一
節
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
前
段
で
ま
ず
三
人
と
五
人
と
の
對
應

關
係
が
規
定
さ
れ
、
後
段
で
聲
聞
十
二
住
の
そ
れ
ぞ
れ
の
位
が
須
陀

・
家
家
・
斯
陀
含
・
一
種
子
・
阿
那
含
と
い
う
五
段
階
の
修

行
者
の
ど
れ
に
相
當
す
る
か
が
說
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
理
解
の
便
の
た
め
、
次
項
で
凝
然
所
引
の
佚

三
人

五
人

十
二
住

①
煖
法
か
ら
須
陀

ま
で

①
煖
法
か
ら
須
陀

ま
で

①
〔
聲
聞
自
種
性
住

―
煖
・
頂
・
忍
の
三
善
根
位
〕

②
〔
入
正
未
越
次
取
證
方
便
住

―
世
第
一
法
〕

③
〔
越
次
取
證
住

―
見
道
十
五
心
な
ら
び
に
第
十
六
道
比
智
〕

②
斯
陀
含

②
家
家

④
〔
得
不
壞
淨
聖
戒
轉
上
漏
盡
住

―
修
道
の
〕
一
・
二
品
惑
を
斷
ず

⑤
〔
依
增
上
戒
增
上
意
學
出
生
住

―
三
生
の
初
家
家
〕

⑥
〔
增
上
道
品
慧
住

―
二
生
の
家
家
〕

③
斯
陀
含

⑦
〔
增
上
諦
觀
慧
住

―
〕
第
五
品
惑
を
斷
ず

⑧
〔
增
上
緣
起
慧
住

―
〕
第
六
品
惑
を
斷
ず
、
斯
陀
含
果

④
一
種
子

⑨
〔
觀
察
生
無
相
三
昧
方
便
住

―
〕
一
種
子
人

③
阿
那
含

⑤
阿
那
含

⑩
〔
究
竟
無
相
住

―
根
本
四
禪
お
よ
び
三
空
を
得
、〕
阿
那
含
果

⑪
〔
解
脫
覺
處
住

―
非
想
の
九
品
惑
を
斷
ず
〕

⑫
〔
一
切
種
阿
羅
漢
住

―
具
相
・
俱
解
脫
〕
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と
對
照
す
る
道
基
の
十
二
住
の
說
も
〔　

〕
で
括
っ
て
加
え
る
）。

　

こ
こ
に
ま
と
め
た
よ
う
に
ス
タ
イ
ン
本
の
末
尾
と
ペ
リ
オ
本
の
冒
頭
と
は
完
全
に
接
合
す
る
內
容
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

兩
者
が
一
連
の

獻
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
兩
寫
本
を
あ
わ
せ
た
現
存
殘
卷
全
體
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

﹇
一
﹈
四
善
根
義
（
首
缺
）（
Ｓ
二
七
七
・
一
〜
二
一
七
行
）

﹇
二
﹈
四
沙
門
果
義　
　
　
（
Ｓ
二
七
七
・
二
一
七
〜
四
六
八
行
、
Ｐ
二
七
九
六
・
一
〜
二
二
行
）

﹇
三
﹈
轉
根
義
（
不
完
）　 

（
Ｐ
二
七
九
六
・
二
三
〜
一
○
六
行
）

〔
尾
題
・
識
語
〕　　
　
　

 

（
Ｐ
二
七
九
六
・
一
○
七
行
）

〔
三
十
七
道
品
〕　　
　
　

 
（
Ｐ
二
七
九
六
・
一
○
八
〜
一
一
二
行
）

　

初
め
の
章
は
首
部
が
缺
け
て
い
る
が
、
次
項
の
初
め
に
指
摘
す
る
よ
う
に
こ
の
章
の
一
節
が
安
澄
『
中
論
疏
記
』
に
引
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、「
四
善
根
義
」
と
い
う
章
題
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
の
「
轉
根
義
」
は
內
容
的
に
は
未
完
の
ま
ま
書

寫
が
中
斷
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
現
存
三
章
の
後
に
「『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
卷
第
三
」（
Ｐ

二
七
九
六
・
一
○
七
行
）
と
い
う
尾
題
が
あ
り
、
本
殘
卷
が
『
雜
阿
毘
曇
心
論
』
に
對
す
る
「
章
」
形
式
の
注
釋
の
第
三
卷
で
あ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
尾
題
の
下
に
「
陰
勗
師
抄

校
竟
、
勗
奉
持
也
（
わ
た
く
し
陰
勗
師
が
書
寫
な
ら
び
に
校
訂
を
終
え
、
わ
た

く
し
勗
〔
師
〕
が
奉
持
す
る
も
の
で
あ
る
）」（
Ｐ
二
七
九
六
・
一
○
七
行
）
と
の
識
語
を
有
す
る
が
、
陰
勗
師
な
る
人
物
に
つ
い
て

は
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る）

8
（

。
識
語
の
後
に
さ
ら
に
三
十
七
道
品
（
三
十
七
菩
提
分
法
）
に
關
す
る
簡
單
な
說
明
が
記
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
附
記
の
性
格
も
明
ら
か
で
は
な
い）

9
（

。
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（
二
）　

佚

と
の
對
照
と
道
基
『
阿
毘
曇
章
』
の
復
元

　

本
項
で
は
現
存
殘
卷
が
『
阿
毘
曇
章
』
の
名
で
傳
え
ら
れ
る
道
基
の
著
述
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
初
め
に
安

澄
と
凝
然
と
の
著
述
に
み
ら
れ
る
道
基
『
阿
毘
曇
章
』（『
毘
曇
章
』）
の
佚

と
現
存
殘
卷
の
本

と
の
一
致
を
確
認
す
る
。
ま
ず

安
澄
『
中
論
疏
記
』
卷
七
末
（
大
正
六
五
・
二
○
七
上）

10
（

）
が
引
用
す
る
慧
基
『
毘
曇
章
』
第
三
卷
「
四
善
根
義
」
の

と
現
存
殘
卷
「
四

善
根
義
」（
Ｓ
二
七
七
・
三
四
〜
五
五
行
）
の
一
節
と
を
對
照
さ
せ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
（〔　

〕
內
は
脫
字
も
し
く
は
脫

と

考
え
ら
れ
る

字
の
補
い
、「
…
…
」
は
筆
者
に
よ
る
省
略
、
丸
數
字
は
筆
者
に
よ
る
插
入
。
以
下
同
）。

安
澄
『
中
論
疏
記
』
卷
七
末

『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
卷
第
三

慧
基
『
毘
曇
章
』
第
三
卷
「
四
善
根
義
」
中
解
云
、

問
曰
、
捨
凡
夫
性
者
、
若
（
↓
爲
）
世
第
一
捨
、
爲
苦
法
忍
捨
。

答
、『
婆
沙
』
有
三
說
。

一
世
第
一
捨
。

二
苦
法
忍
捨
。

二
（
↓
三
）
說
二
處
共
捨
。

二
明
捨
凡
夫
性
差
別
者
、
於
中
有
二
。
一
明
捨
凡
夫
性
、
二
〔
明
〕
捨
三

邪
性
。

初
〔
明
〕
捨
凡
夫
性
者
、
問
曰
、
如
言
「
捨
凡
夫
性
」
者
、
爲
〔
世
〕
第

一
捨
、
爲
苦
法
忍
捨
。
…
…

答
曰
、
依
『
婆
沙
論
』、
有
三
論
師
、
所
說
不
同
。

一
有
說
者
、
卽
彼
世
第
一
法
、
能
捨
凡
夫
性
。
…
…

二
有
說
者
、
苦
忍
生
時
、
捨
凡
夫
性
。
…
…

三
有
說
者
、
世
第
一
法
與
苦
忍
、
共
捨
凡
夫
性
。
…
…
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問
曰
、
有
三
邪
性
。
一
者
邪
趣
、
謂
三
惡
趣
。
二
者
邪
業
、
五
無
閒
業
。

三
者
邪
見
、
謂
五
見
也
。

此
何
處
捨
。

答
、
或
有
說
者
、
苦
法
忍
捨
彼
三
邪
。

二
明
捨
〔
三
〕
邪
性
在
、
邪
性
有
三
。
謂
邪
趣
邪
業
邪
見
。
邪
趣
者
、
三

惡
道
也
。
邪
業
者
、
五
無
閒
業
。
邪
見
者
、
五
見
是
也
。

問
曰
、
世
閒
第
一
法
捨
此
三
邪
、
爲
捨
何
等
。
…
…

或
有
說
者
、
苦
法
忍
心
捨
彼
三
邪
。

問
曰
、
邪
趣
邪
業
、
實
義
言
之
、
修
道
所
斷
。
云
何
乃
言
「
苦
法
忍
捨
」。

答
曰
、
所
言
「
對
治
」、
有
其
衆
多
。
①
有
捨
對
洽
、〔
②
有
斷
對
治
、〕

③
有
持
對
治
、
④
不
作
對
治
、
⑤
不
趣
對
治
。

①
其
苦
法
忍
、
是
凡
夫
性
正
捨
對
治
。
②
亦
於
見
苦
所
斷
十
使
、
爲
斷
對

治
。
③
諸
無
漏
道
、
是
持
對
治
。
④
不
作
無
閒
業
及
餘
不
善
業
、
是
不
作

對
治
。
⑤
不
趣
惡
趣
、
是
不
趣
對
治
。
如
是
等
故
、
名
捨
邪
性
。
准
之
可

悉
。

問
曰
、
邪
趣
〔
邪
〕
業
、
實
義
言
之
、
修
道
所
斷
。
云
何
乃
言
「
苦
法
忍

捨
」。

答
曰
、
所
言
「
對
治
」、
有
衆
多
。
①
有
捨
對
治
、〔
②
有
斷
對
治
、〕
③

有
持
對
治
、
④
不
作
對
治
〔
、
⑤
不
趣
對
治
〕。

〔
①
其
苦
法
忍
、
是
凡
夫
性
正
捨
對
治
。
②
亦
於
見
苦
所
斷
十
使
、
爲
斷

對
治
。〕
③
諸
無
漏
道
、
是
持
對
治
。
④
不
作
無
閒
業
及
餘
不
善
業
、
是

不
作
對
治
法
。
⑤
不
趣
惡
道
、
是
不
趣
對
治
。
如
是
等
故
、
名
捨
邪
性
。

　

全
體
的
に
安
澄
は
か
な
り
要
約
し
て
引
用
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
現
存
殘
卷
「
或
有
說
者
、
苦
法
忍
心
捨
彼
三
邪
」
以
下
の
最
後

の
一
段
に
つ
い
て
は
省
略
せ
ず
に
引
用
し
て
お
り
、
安
澄
の
引
用
す
る
『
毘
曇
章
』
第
三
卷
の
佚

と
現
存
殘
卷
の
本

と
が
一
致

す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る）

11
（

。『
毘
曇
章
』
の
撰
述
者
の
名
は
こ
こ
で
は
「
慧
基
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、『
中
論
疏
記
』
の
そ
の
他
の

箇
所
で
は
お
お
む
ね
「
道
基
」
で
あ
り
、
別
人
と
考
え
る
必
要
は
な
い）

12
（

。『
毘
曇
章
』
と
『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
と
い
う
書
名
の
違
い

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
安
澄
の
引
用
と
現
存
殘
卷
の
卷
數
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
特
に
重
要
で
あ
り
（
後
述
）、
ま
た
、
章
題

も
寫
本
で
は
缺
損
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
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次
に
凝
然
『
五
敎
章
通
路
記
』
卷
四
十
一
（
大
正
七
二
・
五
三
一
上）

13
（

）
が
引
用
す
る
道
基
法
師
『
阿
毘
曇
章
』
第
七
の

と
現
存

殘
卷
「
四
善
根
義
」（
Ｓ
二
七
七
・
一
九
○
〜
一
九
四
行
）
の
一
節
と
を
對
照
さ
せ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

凝
然
『
五
敎
章
通
路
記
』
卷
四
十
一

『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
卷
第
三

道
基
法
師
『
阿
毘
曇
章
』
第
七
云
、

問
曰
、
三
乘
之
人
、
幾
劫
得
於
菩
提
。

答
曰
、
且
依
小
乘
、
聲
聞
一
乘
有
二
種
根
。
一
是
速
成
、
二
是
遲
緩
。

其
速
成
者
、
於
三
生
中
得
聲
聞
菩
提
。
故
『
俱
舍
論
』
云
、「
第
一
生
中
、

種
解
脫
分
善
根
。
第
二
生
中
、
以
修
逹
分
善
根
。
第
三
生
中
、
修
得
聖
道
、

證
得
解
脫
」。
此
以
疾
證
聖
果
爲
利
、
而
實
其
閒
通
利
鈍
也
。

若
遲
緩
者
、經
六
十
劫
。
此
說
刀
兵
等
小
劫
。
此
〔
以
〕
遲
證
聖
果
爲
鈍
、

而
實
其
中
通
利
鈍
也
。〈
已
上
。〉

五
依
身
所
起
時
之
分
齊
。

問
曰
、
三
乘
之
中
、
幾
劫
得
於
菩
提
。

答
曰
、
且
依
小
乘
、
聲
聞
一
乘
有
二
種
根
。
一
是
利
根
、
二
是
鈍
根
。

據
利
根
人
、
於
三
生
中
得
聲
聞
菩
提
。
故
『
俱
舍
論
』
云
、「
第
一
生
中
、

種
解
脫
分
善
根
。
第
二
生
中
、
次
修
逹
分
善
根
。
第
三
生
中
、
修
得
聖
道
、

證
於
解
脫
」。
此
以
疾
證
聖
果
爲
利
、
而
實
其
閒
通
利
鈍
。

若
鈍
根
者
、
逕
六
十
劫
。
此
說
刀
兵
等
小
劫
也
。
此
〔
以
〕
遲
證
聖
果
爲

鈍
、
而
實
其
中
通
利
鈍
也
。

　

凝
然
は
現
存
殘
卷
の
原

の
「
利
根
」
を
「
速
成
」、「
鈍
根
」
を
「
遲
緩
」
と
言
い
換
え
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
は
逐
語
的
に
す

べ
て
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
な
お
、
上
の
安
澄
の
場
合
と
は
異
な
り
、
現
存
殘
卷
と
の
あ
い
だ
に
卷
數
の
相
違
が
み

ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

以
上
の
二
例
で
は
『
阿
毘
曇
章
』
と
の
一
致
を
確
認
し
た
が
、
續
い
て
道
基
の
も
う
一
つ
の
主
著
『
攝
論
章
』
と
の
一
致
を
確
認

す
る
（『
攝
論
章
』
に
つ
い
て
は
後
述
）。
ま
ず
凝
然
『
華
嚴
孔
目
章
發
悟
記
』
卷
二
（
大
日
本
佛
敎
全
書
七
・
二
七
九
下
）
が
「
取
意
」

と
し
て
要
約
し
て
引
用
す
る
「
道
基
法
師
」
の
說
と
現
存
殘
卷
「
四
沙
門
果
義
」（
Ｓ
二
七
七
・
四
四
三
〜
四
五
七
行
）
の
一
節
と
を
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對
照
さ
せ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

凝
然
『
華
嚴
孔
目
章
發
悟
記
』
卷
二

『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
卷
第
三

道
基
法
師
云
、

第
一
煖
頂
忍
位
。

初
名
相
差
別
者
、
如
『
地
持
論
』
住
品
中
說
。

第
一
聲
聞
自
種
性
住
、
…
…
此
是
煖
頂
忍
三
善
根
位
。
…
…

第
二
世
第
一
法
。

第
二
入
正
未
越
次
取
證
方
便
住
、
…
…
此
是
世
第
一
法
、
…
…

第
三
見
道
及
第
十
六
心
。

第
三
越
次
取
證
〔
住
〕、
…
…
此
是
見
道
十
〔
五
〕
心
也
、

第
十
六
道

比
智
。
…
…

第
四
得
四
不
壞
信
、
斷
欲
修
惑
一
二
品
也
。

第
四
得
不
壞
淨
聖
戒
轉
上
漏
盡
住
、
…
…
斷
修
道
一
二
品
惑
也
。

第
五
三
生
家
家
。

〔
第
〕
五
依
增
上
戒
增
上
意
學
出
生
住
、
…
…
爲
三
生
初
家
家
也
。

第
六
二
生
家
家
。

第
六
增
上
道
品
慧
住
、
斷
第
四
品
惑
、
爲
二
生
家
家
。

第
七
斯
陀
含
向
。

第
七
增
上
諦
觀
慧
住
、
此
斷
第
五
品
惑
也
。

第
八
斯
陀
含
果
。

第
八
增
上
緣
起
慧
住
、
此
以
斷
第
六
品
惑
、
是
斯
陀
含
果
也
。

第
九
一
種
子
。

第
九
觀
察
生
無
相
三
昧
方
便
住
、
…
…
名
一
種
子
人
等
。
…
…

第
十
阿
那
含
果
、

斷
四
禪
三
空
惑
位
。

〔
第
十
〕
究
竟
無
相
住
、…
…
此
是
阿
那
含
果
已
去
、得
根
本
四
禪
及
三
空
。

…
…

第
十
一
非
想
離
欲
道
中
、
入
滅
盡
定
、
或
可
將
入
羅
漢
俱
解
脫
位
。

十
一
解
脫
覺
處
〔
住
〕
者
、
…
…
此
斷
非
想
九
品
惑
、
住
一
一
品
、
皆
得

入
滅
盡
定
。
…
…
將
入
阿
羅
漢
俱
解
脫
住
也
。

第
十
二
阿
羅
漢
果
、 通
惠
俱
利
鈍
。〈
取
意
。『
攝
論
章
』
主
。〉

十
二
一
切
〔
種
〕
阿
羅
漢
住
、
…
…
亦
名
具
相
、
或
名
俱
解
脫
也
。
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凝
然
は
引
用
書
名
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、最
後
に
「『
攝
論
章
』
主
」
と
注
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、お
そ
ら
く
道
基
『
攝

論
章
』
か
ら
の
引
用
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
說
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
前
項
で
も
ふ
れ
た
聲
聞
十
二
住
の
一
つ
一
つ
の
位
が
、
そ
れ
ぞ

れ
小
乘
の
修
行
道
の
ど
の
段
階
に
相
當
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
凝
然
『
華
嚴
孔
目
章
發
悟
記
』（
大
日
本
佛
敎
全
書
七
・

二
七
九
上
〜
二
八
○
上
）
で
は
、
こ
の
前
後
に
淨
影
寺
慧
遠
や
眞
諦
三
藏
・
存
法
師
（
？
）
な
ど
、
道
基
も
含
め
て
計
八
家
の
解
釋

が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
諸
家
の
解
釋
は
第
三
住
（
＝
初
地
）
が
見
道
で
あ
り
第
十
二
住
が
阿
羅
漢
果
で
あ
る
と
い
う
點
で

は
一
致
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
は
ほ
と
ん
ど
諸
說
一
致
す
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
な
か
で
現
存
殘
卷
の
說
は
凝
然
が
引
用
す

る
道
基
の
說
と
ぴ
っ
た
り
一
致
し
て
お
り
、
本
殘
卷
の
撰
述
者
が
道
基
で
あ
る
こ
と
の
例
證
の
一
つ
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
上
の
例
の
や
や
後
の
箇
所
で
凝
然
『
華
嚴
孔
目
章
發
悟
記
』
卷
三
が
引
用
す
る
「
道
基
法
師
」
の
說
と
現
存
殘
卷
「
四
沙
門

果
義
」
の
說
と
の
一
致
が
例
證
と
し
て
擧
げ
ら
れ
る
。
凝
然
は
聲
聞
十
二
住
と
菩
薩
十
二
住
と
の
對
應
關
係
に
關
し
て
、
ま
ず
「
聲

聞
の
第
三
住
は
菩
薩
の
離
垢
地
（
第
二
地
）
で
あ
り
、
順
次
に
第
十
一
住
は
法
雲
地
（
第
十
地
）、
第
十
二
住
は
佛
果
で
あ
る
」
と

す
る
眞
諦
三
藏
の
說
を
紹
介
し）

14
（

、
續
け
て
そ
の
眞
諦
說
に
對
す
る
道
基
の
批
判
を
引
き
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
道
基
の
自
說
を
引
用

し
て
い
る
。

…
…
道
基
法
師
極
行
此
解
、
卽
師
正
判
云
、「
第
三
住
卽
歡

」、
乃
至
「
第
十
二
住
是
法
雲
地
」。（
大
日
本
佛
敎
全
書
七
・

二
八
六
下
）

…
…
道
基
法
師
は
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
法
師
の
正
義
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。「
第
三

住
は
つ
ま
り
初
歡

地
で
あ
り
」、
乃
至
「
第
十
二
住
は
法
雲
地
で
あ
る
」。

　

前
後
の

脈
か
ら
考
え
て
、
こ
れ
も
お
そ
ら
く
道
基
『
攝
論
章
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
存
殘
卷
「
四
沙
門

果
義
」（
Ｐ
二
七
九
六
・
五
〜
一
二
行
）
に
こ
れ
と
同
じ
說
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
上
揭
の
凝
然
の
引
用
と
對
應
す
る
部
分
の
み
を
拔

粹
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
（「　

」
內
は
『
攝
大
乘
論
釋
』〔
大
正
三
一
・
二
三
○
上
〕
の

）。
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…
…
「
如
聲
聞
已
入
正
定
位
、
菩
薩
第
三
位
亦
如
此
」
者
、
此
是
歡

地
也
。
…
「
如
聲
聞
住
具
相
阿
羅
漢
位
、
菩
薩
第
〔
十
〕

二
位
亦
如
此
」、
謂
第
十
法
雲
地
也
。（
Ｐ
二
七
九
六
・
七
〜
一
二
行
）

…
…
「
聲
聞
の
已
入
正
定
位
の
よ
う
に
、
菩
薩
第
三
位
も
こ
の
よ
う
で
あ
る
」
と
は
、
こ
れ
は
歡

地
で
あ
る
。
…
…
「
聲
聞

の
住
具
相
阿
羅
漢
位
の
よ
う
に
、
菩
薩
第
十
二
位
も
こ
の
よ
う
で
あ
る
」
と
は
、
第
十
法
雲
地
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
一
致
も
、
や
は
り
現
存
殘
卷
の
撰
述
者
が
道
基
で
あ
る
こ
と
の
傍
證
の
一
つ
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
四
例
に
よ
っ
て
、現
存
殘
卷
の
撰
述
者
が
道
基
で
あ
り
、安
澄
や
凝
然
が
引
用
す
る
『
阿
毘
曇
章
』（
も
し
く
は
『
毘
曇
章
』）

と
同
一

獻
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

現
存
殘
卷
の
『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
と
い
う
尾
題
と
安
澄
や
凝
然
の
引
用
に
み
ら
れ
る
『
阿
毘
曇
章
』
と
い
う
書
名
と
の
相
違
が
何

に
由
來
す
る
の
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
兩
者
が
同
一

獻
で
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
の
で
、
お
そ
ら
く
何
ら
か
の
傳
承
の
相
違

に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
諸
資
料
に
よ
れ
ば
道
基
に
は
『
雜
阿
毘
曇
心
論
』
に
對
す
る
「
章
」
形
式
の
注
釋
と
眞
諦
譯
『
攝
大

乘
論
釋
』
に
對
す
る
「
章
」
形
式
の
注
釋
と
い
う
二
部
の
著
述
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る）

15
（

。

『
雜
阿
毘
曇
心
論
』
章

『
攝
大
乘
論
』
章

出
典

雜
心
玄
章

抄　

八
卷

大
乘
章
抄　
　
　

八
卷

『
續
高
僧
傳
』
道
基
傳

雜
阿
毘
曇
心
章 

（
卷
第
三
）

攝
大
乘
義
章　

 

（
卷
第
四）

16
（

）

現
存
殘
卷

阿
毘
曇
論
義
章　

十
卷

阿
毘
曇
論
鈔　
　

一
卷

攝
大
乘
論
義
章　

十
卷

義
天
『
新
編
諸
宗
敎
藏
總
錄
』
卷
三
（
一
○
九
一
年
撰）

17
（

）
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阿
毘
曇
章　
　
　

十
卷

攝
大
乘
論
章　
　

四
卷

永
超
『
東
域
傳
燈
目
錄
』（
一
○
九
四
年
撰）

18
（

）

阿
毘
曇
章　
　
　

十
五
卷

攝
大
乘
義
章　
　

十
四
卷

凝
然
『
華
嚴
經
探
玄
記
洞
幽
鈔
』
卷
八
十
四）

19
（

　

い
ず
れ
も
書
名
や
卷
數
に
細
か
い
相
違
は
み
ら
れ
る
が
、
別
箇
の
著
述
で
あ
る
と
ま
で
考
え
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
義
天
錄
に

は
『
阿
毘
曇
論
義
章
』
十
卷
と
『
阿
毘
曇
論
鈔
』
一
卷
と
い
う
二
部
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
續
高
僧
傳
』
本
傳
に
記
錄

さ
れ
る
『
雜
心
玄
章

抄
』
八
卷
の
「
章
」
と
「
抄
」
と
を
別
出
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
現
存
殘
卷
の
卷
數
が
最
初
に
擧
げ
た
安
澄
の
引
用
と
は
一
致
し
、
そ
の
次
に
擧
げ
ら
凝
然
の
引
用
と
は
異
な
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
調
卷
の
違
い
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
試
み
に
現
存
殘
卷
と
安
澄
『
中
論
疏
記
』
の
引
用
に
よ
っ
て
復
元
し
た

『
雜
阿
毘
曇
心
章
』（『
阿
毘
曇
章
』）
全
體
の
構
成
と
、
凝
然
の
諸
著
述
に
お
け
る
引
用
か
ら
復
元
し
た
全
體
の
構
成
と
を
對
照
さ
せ

る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
各
章
が
『
雜
阿
毘
曇
心
論
』
の
ど
こ
に
該
當
す
る
の
か
を
知
る
一
應
の
目
安
と
し
て
、
渡
邊
楳
雄
・
水
野

弘
元
（
譯
）『
雜
阿
毘
曇
心
論
』（
國
譯
一
切
經 
印
度
撰
述
部 

毘
曇
部
二
○
・
二
一
、
大
東
出
版
社
、
一
九
三
二
年
）
に
よ
る
偈
の

通
し
番
號
を
附
記
し
た
。〔　

〕
內
の
章
題
は
推
定
で
あ
る
。

現
存
殘
卷
と
安
澄
の
引
用

凝
然
の
引
用

『
雜
阿
毘
曇
心
論
』
の
該
當
箇
所

卷

章
題

卷

章
題

初
卷

〔
五
陰
義）

20
（

〕

界
品
（
七
〜
一
四
偈
）

十
二
入
義）

21
（

界
品
（
一
五
〜
一
九
偈
）

第
三
卷

〔
六
因
義）

22
（

〕

行
品
（
六
八
〜
八
二
偈
）
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第
二
卷

十
惡
業
義
（
十
惡
義）

23
（

）

業
品
（
一
二
五
〜
一
四
一
偈
）

十
使
義
（
使
義）

24
（

）

使
品
（
一
七
二
〜
二
○
六
偈
）

斷
障
義
（
障
義）

25
（

）

使
品
（
二
二
○
〜
二
二
九
偈
）

第
三
卷

四
善
根
義

第
七
卷

四
善
根
義）

26
（

賢
聖
品
（
二
三
八
〜
二
四
○
偈
）

四
沙
門
果
義

賢
聖
品
（
二
四
一
〜
二
七
一
偈
）

轉
根
義

賢
聖
品
（
二
七
二
・
二
七
三
・
二
八
二
偈
）

第
四
卷

第
九
卷

〔
十
智
義）

27
（

〕

智
品
（
二
八
六
〜
三
一
八
偈
）

第
十
卷

〔
六
神
通
義）

28
（

〕

智
品
（
三
一
九
偈
）

第
十
一
卷

禪
支
義）

29
（

定
品
（
三
四
一
〜
三
四
六
偈
）

第
五
卷

十
二
因
緣
義）

30
（

修
多
羅
品
（
四
○
三
〜
四
○
九
偈
）

四
諦
義）

31
（

第
十
四
卷

四
諦
義）

32
（

修
多
羅
品
（
四
一
二
・
四
一
三
偈
）

三
世
義）

33
（

擇
品
（
五
六
五
・
五
六
六
偈
）

（
不
明
） 

賢
聖
義）

34
（

賢
聖
品

（
不
明
）

〔
三
十
七
道
品
義）

35
（

〕

修
多
羅
品
（
四
二
二
〜
四
二
五
偈
）

劫
義）

36
（

擇
品
（
五
五
六
・
五
五
七
偈
）

三
退
義）

37
（

擇
品
（
五
五
九
・
五
六
○
偈
）
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こ
の
復
元
は
卷
と
章
題
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
佚

を
中
心
に
構
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も

羅
的
で
は
な
い
が
、
そ
れ

で
も
お
お
よ
そ
現
存
殘
卷
お
よ
び
安
澄
引
用
本
の
一
卷
が
凝
然
の
引
用
す
る
本
で
は
三
卷
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
安
澄
・
凝
然
が
引
用
す
る
『
阿
毘
曇
章
』
と
現
存
殘
卷
と
は
や
は
り
同
一

獻
で
あ
る
と
結
論
し
て
よ
い
。

二　

道
基
傳

　

本
節
で
は
『
續
高
僧
傳
』
本
傳
を
主
な
資
料
と
し
て
道
基
の
傳
記
を
跡
づ
け
、
本
殘
卷
が
成
立
し
た
時
代
的
背
景
を
明
ら
か
に
し

た
い）

38
（

。
本
傳
に
よ
れ
ば
道
基
の
生
涯
は
お
お
よ
そ
三
つ
の
時
期
に
區
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
一
）
第
一
は
彭
城
（
江
蘇
省
徐
州
）

で
の
習
學
期
で
あ
り
、ほ
ぼ
隋

帝
（
楊
堅
）
の
開
皇
（
五
八
一
〜
六
○
○
）・
仁
壽
（
六
○
一
〜
六
○
四
）
年
閒
に
相
當
す
る
。（
二
）

第
二
は
東
都
洛
陽
で
『
雜
阿
毘
曇
心
論
』
等
を
講
義
し
た
時
期
で
あ
り
、
ほ
ぼ
煬
帝
（
楊
廣
）
の
大
業
年
閒
（
六
○
五
〜
六
一
八
）

に
相
當
す
る
。（
三
）
第
三
は
成
都
で
『
攝
大
乘
論
』
等
を
宣
揚
し
た
時
期
で
あ
り
、ほ
ぼ
唐
高
祖
（
李
淵
）
の
武
德
年
閒
（
六
一
八

〜
六
二
六
）
と
太
宗
（
李
世
民
）
の
貞
觀
年
閒
（
六
二
七
〜
六
四
九
）
前
半
と
に
相
當
す
る
。
以
下
、
こ
の
三
期
の
區
分
を
も
と
に

論
述
す
る
。

（
一
）　

彭
城
期
（
五
九
○
以
前
〜
六
○
四
）

　

本
傳
に
よ
れ
ば
、
道
基
の
出
自
と
習
學
の
樣
子
と
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

釋
道
基
、
俗
姓
呂
氏
、
河
南
東
平
人
也
。
素

生
知
、
譽
標
岐
嶷
。
年
甫
十
四
、
負
帙
遊
于
彭
城
、
博
聽
衆
師
、
隨
聞
成
德
。

討
論
奧
旨
、
則
解
悟
言
前
、
披
折
新
寄）

39
（

、
則
思
超

外
。
…
…
（
大
正
五
○
・
五
三
二
中
）
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釋
道
基
は
、
俗
姓
は
呂
氏
、
河
南
の
東
平
郡
（
山
東
省
泰
安
市
東
平
）
の
人
で
あ
る
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
知
惠
が
拔
き
ん
出

て
お
り
、
見
る
か
ら
に
賢
い
と
評
判
が
高
か
っ
た）

40
（

。
十
四
歲
に
な
っ
た
ば
か
り
で
、

箱
を
背
負
っ
て
彭
城
に
遊
學
し
、
多
く

の
先
生
が
た
の
講
義
を
聽
い
て
ま
わ
っ
て
、
聽
聞
す
る
ま
ま
に
德
を
完
成
さ
せ
て
い
っ
た
。
奧
深
い
宗
旨
を
討
論
す
れ
ば
、
言

葉
が
發
せ
ら
れ
る
ま
え
に
ぱ
っ
と
理
解
し
、
珍
し
い
書
物
を
繙
け
ば
、

外
の
意
味
に
ま
で
思
索
を
重
ね
た
。
…
…

　

道
基
の
生
年
は
確
定
で
き
な
い
が
、本
傳
に
よ
れ
ば
貞
觀
十
一
年
（
六
三
七
）
に
「
六
十
歲
あ
ま
り
」
で
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、

六
九
歲
沒
と
し
て
五
六
九
年
、
六
一
歲
沒
と
し
て
五
七
七
年
と
い
う
八
年
閒
が
生
年
の
範
圍
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
十
四
歲
で
彭

城
に
遊
學
し
た
の
は
、五
八
二
年
か
ら
五
九
○
年
の
閒
の
い
ず
れ
か
の
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
、道
基
は
大
業
元
年
（
六
○
五
）

に
洛
陽
で
講
席
を
開
く
ま
で
、
一
貫
し
て
彭
城
に
と
ど
ま
っ
て
佛
學
の
硏
鑽
を
積
ん
だ
よ
う
だ
。
本
傳
に
は
「
多
く
の
先
生
が
た
」

と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
時
期
に
道
基
が
最
も
影

を
受
け
た
師
は
靖
嵩
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
や
や
長
く
な
る
が
、

靖
嵩
の
傳
歷
を
ま
と
め
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る）

41
（

。

　

靖
嵩
は
、俗
姓
は
張
氏
、涿
郡
固
安
（
河
北
省
廊
坊
市
固
安
）
の
人
。
十
五
歲
（
五
五
一
年
）
で
出
家
し
、二
十
歲
（
五
五
六

年
）
に
な
っ
て
具
足
戒
を
受
け
る
と
（
當
時
の
）
北
齊
の

都
に
遊
學
し
た
。

都
で
は
、北
齊
の
沙
門
大
統
、法
上
（
四
九
五

〜
五
八
○
、『
續
高
僧
傳
』
卷
八
・
義
解
篇
四
）
の
高
弟
で
あ
る
大
學
寺
の
融
智
法
師
に
師
事
し
て
『
涅
槃
經
』『
十
地
經
論
』

を
學
び
、
ま
た
法
上
と
同
じ
く
慧
光
（
四
六
九
〜
五
三
八
、『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
一
・
明
律
篇
上）

42
（

）
の
高
弟
で
あ
る
道
雲
・

道
暉）

43
（

の
兩
律
師
に
師
事
し
て
律
を
學
び
、
さ
ら
に
高
昌
國
出
身
で
「
毘
曇
孔
子
」
と
稱
さ
れ
た
慧
嵩
（『
續
高
僧
傳
』
卷
七
・

義
解
篇
三）

44
（

）
の
高
弟
、道
猷
と
法
誕）

45
（

と
に
師
事
し
て
『
成
實
論
』『
雜
阿
毘
曇
心
論
』『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』『
阿
毘
曇
八
犍
度
論
』

『
舍
利
弗
阿
毘
曇
論
』
等
の
諸
論
を
學
ん
だ
。

　

そ
の
後
、
北
周
の
武
帝
（
宇

邕
、
在
位
五
六
○
〜
五
七
八
）
が
北
齊
を
併
合
し
（
五
七
七
年
）、
廢
佛
が
舊
北
齊
領
域
に

お
い
て
も
斷
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
同
學
の
法
貴
・
靈
侃
ら
三
百
僧
あ
ま
り
と
と
も
に
南
朝
陳
の
建
康
（
江
蘇
省
南
京
）
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に
難
を
逃
れ
て
い
っ
た
。
建
康
に
い
る
閒
に
、
靖
嵩
は
眞
諦
の
直
弟
子
、
法
泰
（『
續
高
僧
傳
』
卷
一
・
譯
經
篇
初
）
に
師
事
し
、

當
時
、
建
康
で
は
ほ
と
ん
ど
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
眞
諦
譯
の
諸
論
を
學
ん
だ
。
講
義
の
合
閒
を
縫
っ
て
は
法
泰
の
も

と
を
訪
れ
て
疑
義
を
質
し
、
數
年
の
う
ち
に
『
攝
大
乘
論
釋
』
お
よ
び
『
具
舍
釋
論
』
の
二
部
に
精
通
す
る
よ
う
に
な
り
、『
佛

性
論
』『
中
邊
分
別
論
』『
無
相
論
』『
唯
識
論
』『
部
執
異
論
』
等
の
四
十
部
あ
ま
り
の
論
に
つ
い
て
も
、
み
な
そ
の
要
義
を
總

合
的
に
理
解
し
た
。

　

隋
の
高
祖

帝
が
陳
を
併
合
し
て
中
國
全
土
が
統
一
さ
れ
る
と
（
五
八
九
年
）、
靖
嵩
は
開
皇
十
年
（
五
九
○
）、
再
び
同
學

の
靈
侃
ら
二
百
僧
ば
か
り
と
と
も
に
北
地
に
戾
り
、
彭
城
に
逹
す
る
と
、
そ
こ
で
盛
ん
に
講
席
を
開
い
た
。
靖
嵩
は
こ
の
後
、

大
業
十
年
（
六
一
四
）
に
亡
く
な
る
ま
で
一
貫
し
て
彭
城
に
と
ど
ま
っ
て
布
敎
を
し
た
。『
攝
論
疏
』
六
卷
・『
雜
心
疏
』
五
卷

を
撰
述
し
、
さ
ら
に
「
九
識
義
」「
三
藏
義
」「
三
聚
戒
義
」「
二
生
死
義
」
等
の
玄
義
も
撰
述
し
て
、
い
ず
れ
も
世
に
廣
ま
り
、

當
時
に
尊
ば
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
、靖
嵩
の
傳
歷
を
ま
と
め
た
が
、道
基
が
彭
城
で
習
學
し
て
い
た
時
期
は
靖
嵩
が
彭
城
で
講
席
を
開
い
て
い
た
時
期
と
重
な
っ

て
お
り
、
ま
た
、『
續
高
僧
傳
』
卷
十
・
義
解
篇
六
・
釋
靖
嵩
傳
の
末
尾
に
、

　

益
州
道
基
、
昔
預
末

、

風
飮
德
、
悼
流
魂
之
安
放
、
悲
墳
隧
之
荒
侵
、
爲
之
行
狀
、
廣
於
世
矣
。（
大
正
五
○・五
○
二
上
）

　

益
州
（
四
川
省
成
都
）
の
道
基
は
、
昔
、
靖
嵩
の
講
義
の
末
席
に
つ
ら
な
り
、
師
の
風
格
を
慕
い
恩
德
を
蒙
っ
た
が
、
先
師

の
遊
魂
が
ほ
っ
た
ら
か
し
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
た
ま
し
く
思
い
、
墳
墓
が
荒
れ
は
て
て
い
る
こ
と
を
悲
し
ん
で
、
靖
嵩
の

行
狀
を
著
し
、
世
に
廣
め
た
の
で
あ
っ
た
。

と
い
う
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
道
基
が
靖
嵩
の
講
義
を
聽
講
し
て
い
た
こ
と
は
確
實
で
あ
る
。
道
基
『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
卷
第
三

（
現
存
殘
卷
）
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
敎
理
を
論
ず
る
際
に
常
に
『
雜
阿
毘
曇
心
論
』・『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』・
眞
諦
譯
『
俱
舍
釋
論
』
と

い
う
三
者
の
所
說
を
對
比
し
て
お
り
、
ま
た
、
前
節
で
ふ
れ
た
よ
う
に
道
基
は
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
に
對
す
る
注
釋
『
攝
大
乘
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義
章
』（『
攝
論
章
』）
も
撰
述
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
眞
諦
譯
の
論
書
に
關
す
る
學
問
は
、
や
は
り
靖
嵩
か
ら
受
業
し
た
と
考
え

る
の
が
自
然
で
あ
る
。
眞
諦
―
法
泰
―
靖
嵩
―
道
基
と
つ
ら
な
る
眞
諦
直
系
の
學
系
に
、
道
基
を
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
二
）　

東
都
洛
陽
期
（
六
○
五
〜
六
一
八
頃
）

　

以
上
の
よ
う
な
彭
城
で
の
習
學
を
經
た
後
、
道
基
は
、
隋
朝
の
重
臣
、
楊
素
（
？
〜
六
○
六
、『
隋
書
』
卷
四
十
八
・『
北
史
』
卷

四
十
一
）
の
要
請
を

機
と
し
て
、
東
都
洛
陽
に
活
動
の
場
を
移
す
こ
と
に
な
る
。
本
傳
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

隋
太
尉
尙
書
令
楊
素
、
…
…
嘗
奉
淸
猷
、
躬
申
禮
敬
、
敍
言
命
理
、
噎
歎
而
旋
、
顧
諸
宰
伯
曰
、「
基
法
師
佛
法
之
後
寄
也
。

自
見
名
僧
、
罕
儔
其
匹
」。
卽
請
於
東
都
講
揚
『
心
論
』。
…
…
于
時
大
業
初
歲
、
隋
運
會
昌
、
義
學
高
於
風
雲
、
搢
紳
峙
於
山

岳
、
皆
擁
經
講
肆
、
問
道
知
歸
。
踵
武
相
趨
、
遐
邇
鱗
萃
。
乃
纘
『
雜
心
玄
章

抄
』
八
卷
、
大
小
兩
帙
、
由
來
共
傳
、
成
得

諸
門
、
自
昔
相
導
、
皆
經
緯
部
裂
、
詞
飛
戾
天
、
控
敍
抑
揚
、
範
超
前
古
。（
大
正
五
○
・
五
三
二
中
）

　

隋
の
太
尉
・
尙
書
令
の
楊
素
は
、
…
…
あ
る
時
、
道
基
の
淸
ら
か
な
行
い
を
敬
い
、
み
ず
か
ら
敬
禮
を
捧
げ
た
。
道
基
が
理

法
を
述
べ
る
と
、
驚
嘆
し
て
歸
り
、
大
臣
た
ち
を
振
り
返
っ
て
こ
う
言
っ
た
。「
道
基
法
師
は
佛
法
の
將
來
の
擔
い
手
で
あ
る
。

い
ま
ま
で
も
名
僧
を
目
に
し
て
き
た
が
、
あ
れ
ほ
ど
の
人
物
は
滅
多
に
い
な
か
っ
た
」。
そ
こ
で
さ
っ
そ
く
道
基
に
東
都
（
東

京）
47
（

）
で
『
雜
阿
毘
曇
心
論
』
を
講
義
し
宣
揚
す
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
…
…
時
に
大
業
の
初
年
（
六
○
五
）、
隋
の
國
運
は
隆

盛
を
き
わ
め
、
義
學
の
僧
は
風
や
雲
よ
り
も
高
く
す
ぐ
れ
て
お
り
、
士
大
夫
た
ち
は
山
岳
に
對
峙
す
る
ほ
ど
堂
々
と
し
て
い
た

が
、
み
な
經
典
を
抱
え
て
講
席
に
つ
ら
な
り
、
佛
道
に
つ
い
て
敎
え
を
請
う
て
、
道
基
こ
そ
が
歸
依
す
べ
き
師
で
あ
る
、
と
知
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
受
講
者
が
次
か
ら
次
へ
と
馳
せ
參
じ
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
遠
く
か
ら
も
近
く
か
ら
も
み
っ
し
り
と

集
ま
っ
て
き
た
の
で
、
そ
こ
で
道
基
は
『
雜
心
玄
章

抄
』
八
卷
を
編
纂
し
た
。
從
來
、
一
緖
に
傳
承
さ
れ
て
き
た
大
乘
・
小
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乘
の
兩
典
籍
や
、
こ
れ
ま
で
同
じ
よ
う
に
指
導
さ
れ
て
き
た
悟
り
に
至
る
た
め
の
諸
法
門
を
、
み
な
筋
道
立
て
て
は
っ
き
り
と

區
別
し
て
、
そ
の

章
は
飛
翔
し
て
天
に
も
逹
す
る
ほ
ど
で
あ
り
、
し
っ
か
り
と
把
握
し
た
う
え
で
序
列
を
つ
け
て
、
そ
の
規

範
は
往
古
を
超
越
し
て
い
た）

48
（

。

　

楊
素
が
道
基
に
面
會
し
た
の
は
ど
う
い
う
狀
況
で
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
と
も
か
く
大
業
元
年
（
六
○
五
）

以
降
、
道
基
は
東
都
洛
陽
に
名
を
馳
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前
節
で
ま
と
め
た
よ
う
に
、
こ
の
時
に
撰
述
さ
れ
た
『
雜
心
玄
章

抄
』

八
卷
が
、『
雜
阿
毘
曇
心
章
』（『
阿
毘
曇
章
』）
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
後
、
道
基
は
大
業
五
年
（
六
○
九
）
に
勅
命
に
よ
っ
て
召
し
だ
さ
れ
て
、
東
都
洛
陽
城
の
宮
城
內
の
慧
日
道
場
に
入
り）

49
（

、
煬

帝
が
臨
席
し
た
法
會
に
お
い
て
、
主
宰
の
役
を
務
め
る
ま
で
に
な
っ
た）

50
（

。
以
後
、
隋
末
に
蜀
に
赴
く
ま
で
、
慧
日
道
場
の
中
心
人
物

の
一
人
と
し
て
盛
ん
に
講
義
を
開
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
玄
奘
が
道
基
の
名
聲
を
知
っ
た
の
も
、
こ
の
時
期
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、現
存
殘
卷
「
轉
根
義
」
に
は
北
齊
末
か
ら
隋
代
に
か
け
て
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
學
の
大
家
で
あ
っ
た
志
念
（
五
三
五
〜
六
○
八
、

『
續
高
僧
傳
』
卷
十
一
・
義
解
篇
七
）
の
學
說
を
批
判
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
時
期
に
道
基

と
志
念
と
の
閒
に
接
點
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る）

51
（

。

（
三
）　

成
都
期
（
六
一
八
頃
〜
六
三
七
）

　

大
業
の
末
に
中
國
全
土
で
反
亂
が
續
發
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
他
の
慧
日
道
場
の
大
德
た
ち
と
同
樣
に
道
基
も
洛
陽
を
離
れ
、
成

都
に
身
を
寄
せ
て
布
敎
を
し
、
そ
の
ま
ま
成
都
で
沒
し
た
。

　

有
隋
墜
曆
、
寇
蕩
中
原
、
求
禮
四
夷
、
宣
尼
有
旨
、
乃
鼓
錫
南
鄭
、
張
敎
西
岷
。
…
…
敦
閱
大
乘
、
弘
揚
『
攝
論
』、
釐
改
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先
轍
、
緝
纘
亡
遺
、
道
邁
往
初
、
名
高
宇
內
。
以
聽
徒
難
襲
、
承
業
易
迷
、
乃
又
綴
『
大
乘
章
抄
』
八
卷
。
竝
詞
致
淸
遠
、
風

敎
倫
通
。
…
…
故
貞
觀
帝
里
寓
內
知
名
之
僧
、
傳
寫
流
輝
、
實
爲
符

。
…
…
將
修
『
論
疏
』、
溘
爾
而
終
。
以
貞
觀
十
一
年

二
月
、
卒
於
益
部
福
成）

52
（

寺
。
春
秋
六
十
有
餘
矣
。（
大
正
五
○
・
五
三
二
下
）

　

隋
の
國
運
が
地
に
墜
ち
、
中
原
が
混
亂
狀
態
に
陷
る
と
、
都
で
禮
が
失
わ
れ
た
な
ら
ば
そ
れ
を
四
方
の
邊
地
に
求
め
る
、
と

い
う
宣
尼
（
孔
子
）
の
敎
え
に
よ
っ
て）

53
（

、
錫

を
つ
い
て
南
鄭
（
陝
西
省
漢
中
）
を
通
り
、
蜀
の
地
に
入
っ
て
敎
化
を
布
い
た
。

…
…
ね
ん
ご
ろ
に
大
乘
の
典
籍
を
校
閱
し
、
ひ
ろ
く
『
攝
大
乘
論
』
の
敎
え
を
發
揚
し
て
、
先
哲
の
規
範
を
改
め
、
遺
敎
を
繼

承
し
た
の
で
、
そ
の
道
は
往
古
に
も
勝
り
、
名
聲
は
天
下
に
轟
い
た
。
し
か
し
聽
衆
は
敎
え
を
受
け
つ
ぐ
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、

學
業
を
繼
承
す
る
者
も
道
を
見
失
い
や
す
い
と
考
え
て
、
そ
こ
で
道
基
は
さ
ら
に
『
大
乘
章
抄
』
八
卷
を
編
纂
し
た
。
い
ず
れ

も

章
の
趣
き
は
淸
ら
か
で
遠
大
で
あ
り
、
風
の
よ
う
に
感
化
す
る
敎
え）

54
（

は
首
尾
一
貫
し
て
い
た
。
…
…
そ
れ
で
唐
太
宗
の
貞

觀
年
閒
（
六
二
七
〜
六
四
九
）
に
都
や
天
下
の
著
名
な
僧
た
ち
は
、

り
符
を
合
わ
せ
た
か
の
よ
う
に
、
こ
ぞ
っ
て
こ
の
書
を

傳
寫
し
て
世
に
廣
め
た
の
で
あ
っ
た
。
…
…
さ
ら
に
『
論
疏
』
を
編
集
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
突
然
、
臨
終
を
迎
え
た
。
貞
觀

十
一
年
（
六
三
七
）
二
月
に
益
州
の
福
成
寺）

55
（

で
亡
く
な
っ
た
。
六
十
歲
あ
ま
り
で
あ
っ
た
。

　

道
基
が
成
都
で
撰
述
し
た
『
大
乘
章
抄
』
八
卷
は
、
本
傳
の

脈
か
ら
し
て
お
そ
ら
く
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
に
基
づ
く
も
の

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
亡
く
な
る
直
前
に
撰
述
し
よ
う
と
し
て
い
た
『
論
疏
』
と
い
う
の
も
、
お
そ
ら
く
は
『
攝
大
乘
論
疏
』
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
成
都
で
の
布
敎
期
に
お
い
て
最
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
當
時
ま
だ
沙
彌
で
あ
っ
た
玄
奘
が
道
基
の
あ
と
を
追
っ
て

成
都
に
や
っ
て
來
て
、
道
基
の
も
と
で
佛
學
の
硏
鑽
を
積
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。『
續
高
僧
傳
』
玄
奘
傳
に
よ
れ
ば）

56
（

、
隋
末
の
混
亂
期

に
、
兄
の
長
捷
法
師
と
と
も
に
洛
陽
の
淨
土
寺
に
住
し
て
い
た
少
年
の
玄
奘
は
、
道
基
が
蜀
の
地
で
さ
か
ん
に
敎
化
を
布
い
て
い
る

こ
と
を
耳
に
す
る
と
、
道
基
を
慕
っ
て
成
都
へ
赴
い
た
。
成
都
に
到
著
す
る
と
、
さ
っ
そ
く
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書
の
講
義
を
聽
き
、『
阿
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毘
曇
毘
婆
沙
論
』
に
み
ら
れ
る
詳
細
な
論
議
に
も
、『
雜
阿
毘
曇
心
論
』
に
み
ら
れ
る
核
心
の
敎
義
に
も
習
熟
し
た
。
玄
奘
傳
に
よ

れ
ば
、
道
基
は
次
の
よ
う
に
玄
奘
の
天
才
ぶ
り
に
感
嘆
し
た
と
い
う
。

　

基
每
顧
而
歎
曰
、「
余
少
遊
講
肆
多
矣
、
未
見
少
年
神
悟
、
若
斯
人
也
」。（
大
正
五
○
・
四
四
七
上
）

　

道
基
は
玄
奘
の
ほ
う
を
振
り
返
る
た
び
に
嘆
息
し
て
こ
う
言
っ
た
。「
わ
た
く
し
は
若
い
と
き
か
ら
た
く
さ
ん
の
講
席
を
た

ず
ね
步
い
た
が
、
年
少
に
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
す
ぐ
れ
た
理
解
力
を
持
つ
者
を
目
に
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」。

　

こ
の
時
期
、
隋
末
唐
初
の
混
亂
を
避
け
て
、
慧
日
道
場
の
名
德
た
ち
が
成
都
に
集
ま
っ
て
お
り
、
玄
奘
は
僧
景
の
『
攝
大
乘
論
』

や
道
振
の
『
迦
延
論
』（
迦
栴
延
子
造
『
阿
毘
曇
八
犍
度
論
』）
等
を
も
學
ん
だ
の
だ
が）

57
（

、
玄
奘
が
最
も
敬
事
し
た
の
は
、
や
は
り
道

基
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
玄
奘
が
成
都
で
學
ん
で
い
た
時
期
の
こ
と
と
し
て
、『
續
高
僧
傳
』
玄
奘
傳
に
次
の
よ
う
に
あ
る
こ

と
で
あ
る
。

　

昔
來
『
攝
論
』
十
二
住
義
、
中
表
銷
釋
十
有
二
家
、
講
次
誦
持
、
率
多
昏
漠
。
而
奘
初
聞
記
錄
、
片
無
差

。
登
座
敍
引
、

曾
不
再
緣
、
須
便
爲
述
、
狀
逾
宿
構
。（
大
正
五
○
・
四
四
七
上
）

　

舊
來
、『
攝
大
乘
論
』
に
說
か
れ
る
十
二
住
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
內
外
に
十
二
人
も
の
注
釋
家
に
よ
る
煩
瑣
な
解
釋
が
あ
っ

た
の
で
、
講
義
の
た
び
に
（
受
講
者
が
）
そ
れ
ら
を
暗
誦
し
て
覺
え
よ
う
と
し
て
も
、
大
槪
、
わ
け
が
分
か
ら
な
く
な
る
ば
か

り
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
玄
奘
は
初
め
て
そ
れ
ら
の
記
錄
を
耳
に
し
た
だ
け
で
（
完
璧
に
記
憶
し
）、
い
さ
さ
か
も
入
り
亂
れ

た
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
講
座
に
登
っ
て
導
入
（
の
役
を
務
め
る
）
と
き
に
も
、
決
し
て
あ
ら
た
め
て
（
記
錄
を
）
確
認

し
た
り
は
せ
ず
、
求
め
ら
れ
れ
ば
す
ぐ
に
法
師
の
た
め
に
（
十
二
家
に
よ
る
十
二
住
の
解
釋
を
）
敍
述
し
、
あ
ら
か
じ
め
準
備

し
て
い
た
者
よ
り
も
素
晴
ら
し
い
出
來
榮
え
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
記
事
に
よ
り
、
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
に
說
か
れ
る
十
二
住
の
敎
義
が
當
時
、
さ
か
ん
に
講
究
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
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る
。
本
殘
卷
は
直
接
に
は
『
攝
大
乘
論
』
の
注
釋
で
は
な
い
が
、
さ
き
に
指
摘
し
た
と
お
り
本
殘
卷
に
み
ら
れ
る
十
二
住
の
解
釋
は

『
攝
大
乘
論
』
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る）

58
（

。
玄
奘
が
道
基
の
も
と
で
學
ん
だ
十
二
住
義
の
一
つ
が
こ
こ
に
傳
存
し
て
い
る
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
習
學
期
を
經
て
、
玄
奘
は
武
德
五
年
（
六
二
二
）、
二
十
一
歲
の
と
き
に
『
雜
阿
毘
曇
心
論
』
の
講
義
を
行
い
、「
神

人
」
と
稱
讚
さ
れ
る
ほ
ど
の
習
熟
ぶ
り
を
み
せ
た
。
そ
の
後
、
成
都
を
離
れ
て
遊
學
し
、
さ
ら
に
貞
觀
三
年
（
六
二
九
）
に
は
イ
ン

ド
へ
と
旅
立
つ
の
だ
が）

59
（

、
そ
れ
ら
の
詳
細
は
す
べ
て
先
行
硏
究
に
讓
る）

60
（

。

　

以
上
、
道
基
の
傳
記
を
跡
づ
け
、『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
卷
第
三
が
成
立
し
た
時
代
背
景
を
確
認
し
た
。
道
基
は
玄
奘
が
貞
觀
十
九

年
（
六
四
五
）
に
イ
ン
ド
か
ら
歸
國
す
る
八
年
前
に
亡
く
な
っ
た
た
め
、
玄
奘
が
將
來
し
翻
譯
し
た
新
譯
の
經
論
を
目
に
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
が
、
次
節
に
論
ず
る
よ
う
に
道
基
の
著
述
は
玄
奘
門
下
の
普
光
や
圓
測
な
ど
に
も
參
照
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
。『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
卷
第
三
は
お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
も
と
で
撰
述
さ
れ
た
、
當
時
の
中
國
ア
ビ
ダ
ル
マ
學
の
實

錄
な
の
で
あ
る
。

三　
「
四
善
根
義
」
の
思
想

　

本
節
で
は
現
存
殘
卷
の
第
一
章
「
四
善
根
義
」
に
み
ら
れ
る
特
徵
的
思
想
を
指
摘
し
て
み
た
い
。
以
下
、（
一
）
七
周
減
緣
・
三

周
減
行
、（
二
）
四
善
根
と
三
無
性
、
と
い
う
二
項
目
を
設
定
し
て
論
ず
る）

61
（

。
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（
一
）　

七
周
減
緣
・
三
周
減
行

　
「
四
善
根
義
」
の
﹇
一
・
三
・
三
・
三
﹈「
上
一
品
忍
有
別）

62
（

」
に
、
四
善
根
の
第
三
、
忍
位
の
三
品
の
う
ち
中
忍
の
位
に
お
け
る
四
諦

十
六
行
相
（
八
諦
三
十
二
行
相
）
の
減
緣
・
減
行
を
、
七
周
減
緣
・
三
周
減
行
と
し
て
理
解
す
る
說
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
中
忍
の

位
に
お
け
る
減
緣
・
減
行
は
、
お
そ
ら
く
普
光
（『
宋
高
僧
傳
』
卷
四
・
義
解
篇
一
）
以
來
、
七
周
減
緣
・
二
十
四
周
減
行
と
し
て

理
解
さ
れ
て
お
り
、
現
存
殘
卷
の
七
周
減
緣
・
三
周
減
行
說
は
普
光
『
俱
舍
論
記
』
が
批
判
す
る
「
古
德
」
の
說
と
一
致
す
る）

63
（

。
ま

ず
道
基
の
七
周
減
緣
・
三
周
減
行
說
を
確
認
す
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

中
〔
忍
〕
者
、
後
時
漸
〔
減
〕
行
緣
、
七
周
減
緣
、
三
周
減
行
。
七
周
減
緣
者
、
一
復
觀
欲
界
苦
色
無
色
界
苦
、
乃
至
唯
觀

欲
界
道
、
除
觀
色
無
色
界
道
。
從
此
已
去
、
是
名
中
忍
。〔
二
〕
亦
復
觀
欲
界
苦
色
無
色
界
苦
、
乃
至
觀
〔
色
無
色
界
滅
、
除

一
切
道
。
三
復
觀
欲
界
苦
色
無
色
界
苦
、
乃
至
觀
〕
欲
界
滅
、
除
色
無
色
界
滅
。
四
復
觀
欲
界
苦
、
乃
至
觀
色
無
色
界
集
、
除

一
切
滅
。〔
五
〕
復
觀
欲
界
苦
、
乃
至
觀
欲
界
集
、
除
色
無
色
〔
界
〕
集
。
六
復
觀
欲
界
苦
色
無
色
界
苦
、
除
一
切
集
。
七
觀

欲
界
苦
、
除
色
無
色
〔
界
〕
苦
。
及
用
三
周
減
行
者
、
苦
諦
四
行
、
隨
其
次
第
、
漸
漸
損
減
。
唯
行
觀
欲
界
苦
、
相
續
不
斷
、

資
生
厭
離
。
復
更
損
減
相
續
之
心
、
依
一
苦
行
、
但
作
二
念
、
猶
如
見
道
苦
〔
法
〕
忍
智
。
自
此
已
前
、
是
名
中
忍
。（
Ｓ

二
七
七
・
一
八
〜
二
三
行
）

　

中
〔
忍
〕
と
は
、（
下
忍
の
）
後
、
次
第
に
行
相
と
所
緣
と
を
省
略
し
て
い
き
、
七
周
で
減
緣
し
、
三
周
で
減
行
す
る
の
で

あ
る
。
七
周
で
減
緣
す
る
と
は
、
①
第
一
周
で
は
、
ま
た
欲
界
の
苦
諦
と
色
無
色
界
（
上
界
）
の
苦
諦
と
を
觀
察
し
、
乃
至
、

欲
界
の
道
諦
の
み
を
觀
察
し
て
、
色
無
色
界
の
道
諦
を
觀
察
す
る
こ
と
を
省
略
す
る
。
こ
れ
以
後
を
、
中
忍
と
名
づ
け
る
の
で

あ
る
。
②
〔
第
二
周
で
は
、〕
ま
た
欲
界
の
苦
諦
と
色
無
色
界
の
苦
諦
と
を
觀
察
し
、
乃
至
、〔
色
無
色
界
の
滅
諦
を
觀
察
し
て
、

（
欲
界
お
よ
び
色
無
色
界
の
）
一
切
の
道
諦
を
（
觀
察
す
る
こ
と
を
）
省
略
す
る
。
③
第
三
周
で
は
、
ま
た
欲
界
の
苦
諦
と
色
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無
色
界
の
苦
諦
と
を
觀
察
し
、
乃
至
、〕
欲
界
の
滅
諦
〔
を
觀
察
し
て
〕、
色
無
色
界
の
滅
諦
を
省
略
す
る
。
④
第
四
周
で
は
、

ま
た
欲
界
の
苦
諦
を
觀
察
し
、
乃
至
、
色
無
色
界
の
集
諦
を
觀
察
し
て
、
一
切
の
滅
諦
を
省
略
す
る
。
⑤
〔
第
五
周
で
は
、〕

ま
た
欲
界
の
苦
諦
を
觀
察
し
、
乃
至
、
欲
界
の
集
諦
を
觀
察
し
て
、
色
無
色
〔
界
〕
の
集
諦
を
省
略
す
る
。
⑥
第
六
周
で
は
、

ま
た
欲
界
の
苦
諦
と
色
無
色
界
の
苦
諦
と
を
觀
察
し
て
、
一
切
の
集
諦
を
省
略
す
る
。
⑦
第
七
周
で
は
、
欲
界
の
苦
諦
を
觀
察

し
て
、
色
無
色
〔
界
〕
の
苦
諦
を
省
略
す
る
。
ま
た
三
周
で
減
行
す
る
と
は
、
苦
諦
の
四
行
相
（
苦
・
無
常
・
空
・
無
我
）
を
、

そ
の
順
序
の
と
お
り
に
、
次
第
に
省
略
し
て
い
く
の
で
あ
る
。（
七
周
減
緣
の
後
、）
欲
界
の
苦
諦
を
（
四
行
相
に
よ
っ
て
）
觀

察
す
る
こ
と
だ
け
を
行
い
、
連
續
し
て
中
斷
せ
ず
、（
世
閒
に
對
す
る
）
厭
離
の
思
い
が
生
ず
る
よ
う
に
す
る
。
ま
た
さ
ら
に

そ
の
連
續
（
し
て
觀
察
）
す
る
心
を
省
略
し
て
い
っ
て
、
見
道
に
お
け
る
苦
〔
法
〕
忍
・
苦
法
智
の
よ
う
に
、
苦
諦
の
一
行
相

に
よ
っ
て
二
念
を
起
こ
す
の
み
と
な
る
。
こ
れ
以
前
を
、
中
忍
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
道
基
說
は
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
卷
三
・
雜
犍
度
・
世
第
一
法
品
之
三
（
大
正
二
八
・
一
七
下
〜
一
八
上
）
の
次
の
よ
う
な

所
說
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

行
者
後
時
漸
漸
減
損
行
及
緣
。
①
復
更
正
觀
欲
界
苦
・
色
無
色
界
苦
、
乃
至
觀
斷
欲
界
行
道
、
除
觀
斷
色
無
色
界
行
道
。
從

是
名
中
忍
。
②
復
更
正
觀
欲
界
苦
、
觀
色
無
色
界
苦
、
乃
至
觀
色
無
色
界
行
滅
、
除
減
一
切
道
。
③
復
更
正
觀
欲
界
苦
・
色
無

色
界
苦
、
乃
至
觀
欲
界
行
滅
、
除
色
無
色
界
行
滅
。
④
復
更
正
觀
欲
界
苦
、
乃
至
觀
色
無
色
界
行
集
、
除
一
切
滅
。
⑤
復
更
正

觀
欲
界
苦
、
乃
至
觀
欲
界
行
集
、
除
色
無
色
界
行
集
。
⑥
復
更
正
觀
欲
界
苦
・
色
無
色
界
苦
、
除
一
切
集
。
⑦
復
更
正
觀
欲
界

苦
、
除
色
無
色
界
苦
。
復
更
正
觀
欲
界
苦
、
常
相
續
不
斷
、
不
遠
離
、
如
是
觀
時
、
深
生
厭
患
。
復
更
減
損
、
但
作
二
心
、
觀

於
一
行
、
如
似
苦
法
忍
苦
法
智
。
如
是
正
觀
、
是
名
中
忍
。

　

道
基
の
七
周
減
緣
・
三
周
減
行
說
は
、
こ
の
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
の
所
說
を
典
據
と
し
て
、
そ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
七
周
減
緣
・
三
周
減
行
の
過
程
を
圖
表
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。「
○
」
は
觀
察
の
對
象
と
す
る



道基の生涯と思想

285

こ
と
を
表
し
、「
×
」
は
減
綠
も
し
く
は
減
行
を
表
す
。

四
諦
十
六
行
相
（
八
諦
三
十
二
行
相
）

四
諦

苦
諦

集
諦

滅
諦

道
諦

三
界

欲
界

上
界

欲
界

上
界

欲
界

上
界

欲
界

上
界

四
行
相

苦

無
常

空

無
我

一
周
減
緣

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

二
周
減
緣

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

三
周
減
緣

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

四
周
減
緣

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

五
周
減
緣

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

六
周
減
緣

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

七
周
減
緣

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

一
周
減
行

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

二
周
減
行

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

三
周
減
行

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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以
上
の
道
基
說
は
普
光
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
普
光
は
『
俱
舍
論
記
』
卷
二
十
三
に
お
い
て
中
忍
の
位
に
お
け
る
減
緣
・

減
行
を
七
周
減
緣
・
二
十
四
周
減
行
と
し
て
說
明
し
、

　

總
而
言
之
、
上
下
八
諦
、
諦
減
三
行
、
三
八
二
十
四
周
減
行
、
七
周
減
緣
、
唯
留
欲
苦
及
與
一
行
。（
大
正
四
一
・
三
四
五
中
）

　

總
合
し
て
言
え
ば
、
上
下
（
上
二
界
と
欲
界
）
の
八
諦
に
お
い
て
一
諦
ご
と
に
三
行
を
省
略
す
る
の
で
、
三
掛
け
る
八
の

二
十
四
周
で
減
行
し
、
七
周
で
減
緣
し
て
、
欲
界
の
苦
諦
お
よ
び
一
行
相
だ
け
を
殘
す
の
で
あ
る
。

と
自
說
を
ま
と
め
た
後
、
次
の
よ
う
な
問
答
を
設
定
し
て
い
る
。

　

問
、
如
何
得
知
、
諦
諦
之
下
、
先
減
行
、
後
減
緣
。
答
、
如
『
正
理
論
』
云
、「
於
上
界
道
、
減
一
行
相
、
從
此
名
曰
中
品

忍
初
」。
古
德
解
云
、「
於
八
諦
中
減
七
諦
、
名
七
周
減
緣
、
於
欲
苦
諦
減
三
行
、
名
三
周
減
行
」。
七
周
減
緣
、
此
亦
可
然
、

三
周
減
行
、
此
卽
不
爾
。（
大
正
四
一
・
三
四
五
中
下
）

　

問
。
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ど
の
諦
に
お
い
て
も
ま
ず
行
相
を
省
略
し
、
そ
の
後
に
所
緣
〔
で
あ
る
諦
〕
を
省
略
す
る
、
と
い

う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
答
。『
順
正
理
論
』
に
、「
上
界
の
道
諦
に
お
い
て
〔
四
行
相
の
う
ち
の
〕
一
行
相
を
省

略
す
る
、
こ
こ
か
ら
が
中
品
の
忍
の
始
ま
り
で
あ
る）

64
（

」
と
說
か
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
古
德
は
、「
八
諦
に
お
い
て
七
諦

を
省
略
す
る
こ
と
を
、
七
周
減
緣
と
名
づ
け
、
欲
界
の
苦
諦
に
お
い
て
三
行
を
省
略
す
る
こ
と
を
、
三
周
減
行
と
名
づ
け
る
」

と
理
解
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、「
七
周
で
減
緣
す
る
」、
こ
れ
は
そ
れ
で
も
よ
い
が
、「
三
周
で
減
行
す
る
」、
こ
れ
は
そ
う
で
は

な
い）

65
（

。

　

こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
「
古
德
」
の
七
周
減
緣
・
三
周
減
行
說
は
道
基
の
說
と
同
じ
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
道
基
の
說
は
『
阿

毘
曇
毘
婆
沙
論
』
の
所
說
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
が
、
普
光
は
、

中
に
あ
る
よ
う
に
衆
賢
『
阿
毘
逹
磨
順
正
理
論
』
の
所
說
に
基

づ
い
て
、
七
周
減
緣
・
二
十
四
周
減
行
と
い
う
理
解
を
確
立
し
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
道
基
の
七
周
減
緣
・
三
周
減
行
說
も
普
光

の
七
周
減
緣
・
二
十
四
周
減
行
說
も
實
質
的
に
は
何
ら
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
單
に
數
え
か
た
が
相
違
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
普
光
に
批
判
さ
れ
て
い
る
「
古
德
」
と
は
道
基
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
道
基
の
七
周
減
緣
・
三
周
減
行
說
は
、
圓
測
（
六
一
三
〜
六
九
六
）『
仁
王
經
疏
』
卷
上
末
（
大
正
三
三
・
三
七
三
下
）
で

は
批
判
さ
れ
ず
に
そ
の
ま
ま
依
用
さ
れ
て
い
る）

66
（

。
こ
れ
も
や
は
り
道
基
の
學
說
が
玄
奘
門
下
に
も
參
照
さ
れ
影

を
與
え
て
い
る
こ

と
の
例
證
と
い
え
る
。

（
二
）　

四
善
根
と
三
無
性

　

本
項
で
は
、
現
存
殘
卷
「
四
善
根
義
」
に
み
ら
れ
る
、
大
乘
に
お
け
る
四
善
根
の
修
習
に
關
す
る
記
述
を
取
り
上
げ
る
。
本
節
第

一
項
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
小
乘
（
有
部
ア
ビ
ダ
ル
マ
）
の
修
行
道
に
お
け
る
四
善
根
は
四
諦
十
六
行
相
の
觀
察
を
そ
の
內
容
と
す
る

が
、
道
基
は
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
の
所
說
に
基
づ
き
、
大
乘
（
唯
識
）
の
修
行
道
に
お
け
る
四
善
根
の
內
容
を
三
無
性
の
觀
察

と
と
ら
え
て
い
る
。
道
基
は
四
善
根
位
と
四
念
處
（
四
念
住
）
と
の
對
應
に
關
し
て
ま
ず
小
乘
の
說
を
述
べ
た
後
、
大
乘
に
お
け
る

四
善
根
位
の
修
習
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
述
す
る
。

　

二
依
大
乘
、
四
善
根
中
、
唯
識
言
之
、
依
心
念
處
、
無
相
言
之
、
唯
法
念
處
、
以
行
言
之
、
唯
空
無
我
行
。
所
以
然
者
、
煖

頂
六
心
作
無
相
性
尋
思
觀
故
、忍
心
作
非）

67
（

無
相
性
如
實
智
〔
觀
故
〕、世
第
一
法
作
無
生
性
觀
故
。（
Ｓ
二
七
七
・
九
二
〜
九
四
行
）

　

第
二
に
大
乘
に
よ
れ
ば
、
四
善
根
位
（
に
お
け
る
修
習
）
で
は
、
唯
識
（
と
い
う
觀
點
か
ら
）
言
え
ば
（
身
・
受
・
心
・
法

の
四
念
處
の
う
ち
）
心
念
處
を
依
り
ど
こ
ろ
と
し
、無
相
（
と
い
う
觀
點
か
ら
）
言
え
ば
法
念
處
の
み
（
を
依
り
ど
こ
ろ
と
し
）、

行
（
實
踐
）
と
い
う
觀
點
か
ら
言
え
ば
空
・
無
我
の
行
の
み
（
を
依
り
ど
こ
ろ
と
す
る
）。
そ
の
理
由
は
、
煖
位
（
の
下
・
中
・

上
品
）
と
頂
位
（
の
下
・
中
・
上
品
）
と
の
六
品
の
心
に
お
い
て
は
（
相
無
生
・
生
無
性
・
眞
實
無
性
性
と
い
う
三
無
性
の
う

ち
）
無
相
性
（
つ
ま
り
相
無
性
、
を
所
緣
〔
觀
察
對
象
〕
と
す
る）

68
（

）
四
尋
思
觀
を
行
い
、
忍
位
の
心
に
お
い
て
は
無
相
性
（
を
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所
緣
と
す
る
）
四
如
實
智
〔
觀
〕
を
行
い
、
世
第
一
法
位
に
お
い
て
は
無
生
性
（
つ
ま
り
生
無
性
、
を
所
緣
と
す
る
）
觀
を
行

う
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
煖
・
頂
の
二
位
に
お
い
て
は
四
尋
思
、
忍
位
に
お
い
て
は
四
如
實
智
（
四
如
實
遍
智
）
に
よ
っ
て
三
無
性
の
無
相
性
を

觀
察
し
、
世
第
一
法
位
に
お
い
て
は
無
生
性
を
觀
察
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る）

69
（

。
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

煖
・
頂

―
―
無
相
性
（
を
所
緣
と
す
る
）
四
尋
思
觀

忍

―
―
―
無
相
性
（
を
所
緣
と
す
る
）
四
如
實
智
〔
觀
〕

世
第
一
法

―
無
生
性
（
を
所
緣
と
す
る
）
觀

　

こ
の
道
基
の
說
は
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
應
知
入
勝
相
品
（
大
正
三
一
・
二
○
八
中
）
の
所
說
に
基
づ
く
が
、
直
接
に
は
眞
諦

譯
世
親
釋
が
忍
位
に
つ
い
て
「
由
此
智
故
、
菩
薩
入
眞
義
一
分
、
謂
無
相
性
」（
大
正
三
一
・
二
○
八
上
中
）
と
說
き
、
世
第
一
法
位

に
つ
い
て
「
由
先
了
別
無
相
性
、
後
更
思
量
、
所
緣
既
無
所
有
、
能
緣
必
不
得
生
。
由
此
了
別
、
故
能
伏
滅
唯
識
想
」（
大
正

三
一
・
二
○
八
中
）
と
說
く
の
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
基
が
「
無
生
性
觀
」
と
い
う
の
は
、
能
觀
が
生
じ
な
い

と
い
う
こ
と
を
觀
ず
る
こ
と
、
つ
ま
り
唯
識
想
を
滅
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
『
攝
大
乘
論
釋
』
に
「
唯
識
想
既
滅
、
從
最
後
刹
那
、
更
進
第
二
刹
那
、
卽
入
初
地
」（
大
正
三
一
・
二
○
八
中
）
と
あ
る

の
に
よ
れ
ば
、
世
第
一
法
の
一
刹
那
の
後
に
初
地
見
道
に
入
り
、
眞
實
無
性
性
（
つ
ま
り
三
無
性
）
に
悟
入
し
、
無
分
別
智
を
得
る

の
で
あ
る
。
現
存
殘
卷
に
は
こ
の
こ
と
は
具
體
的
に
は
說
き
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
次
の
記
述
は
、
そ
の
よ
う
な
構
造
を
示
唆
す
る

も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

大
乘
之
中
、
能
作
無
觀
、
故
名
爲
等
、
體
是
分
別
、
非
正
性
也
。（
Ｓ
二
七
七
・
三
三
〜
三
四
行
）

　

大
乘
で
は
、（
世
第
一
法
位
に
お
い
て
）
無
（
つ
ま
り
無
生
性
、
を
所
緣
と
す
る
）
觀
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
れ

で
「
等
」（
等
無
閒
緣
）
と
呼
ば
れ
る
が
、（
そ
の
觀
は
）
本
質
的
に
は
分
別
で
あ
る
か
ら
、「
正
性
」（
正
性
決
定
、
つ
ま
り
見
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道
）
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

世
第
一
法
位
は
本
質
的
に
は
ま
だ
「
分
別
」
な
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
見
道
に
鄰
接
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て）

70
（

、
次
の
刹
那
に
は

（「
無
閒
」
に
）
見
道
に
入
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
以
上
の
道
基
の
說
は
ま
と
め
る
と
無
相
性
觀
・
無
生
性
觀
に
よ
っ
て
眞
實
無
性
性
に
悟
入
す
る
と
い

う
兩
重
觀
說
で
あ
り
、
道
基
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
長
安
を
中
心
に
活
動
し
た
『
攝
論
』
學
者
、
靈
潤
（
五
八
○
〜
六
六
七
頃）

71
（

）
の
學
說

と
等
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
續
高
僧
傳
』
靈
潤
傳
に
よ
れ
ば
、
靈
潤
は
次
の
よ
う
な
兩
重
觀
說
を
主
張
し
た
と
い
う）

72
（

。

　

及
「
資
糧
章
」
中
、
衆
師
竝
謂
「
有
三
重
觀
、
無
相
無
生
及
無
性
性
也
」、
潤
揣

尋
旨
、
無
第
三
重
也
。
故
『
論
』

上
下
、

惟
有
兩
重
。
捨
得
如

、
第
一
前
七
處
捨
外
塵
邪
執
、
得
意
言
分
別
、
第
八
處
內
捨
唯
識
想
、
得
眞
法
界
。
前
觀
無
相
、
捨
外

塵
想
、
後
觀
無
生
、
捨
唯
識
想
、
第
二
刹
那
、
卽
入
初
地
、
故
無
第
三
。
筌
約
三
性
、
說
三
無
性
、
觀
據
遣
執
、
惟
有
兩
重
。（
大

正
五
○
・
五
四
六
下
〜
五
四
七
上
）

　

ま
た
「
資
糧
章
」（
の
所
說
）
に
つ
い
て
、
も
ろ
も
ろ
の
先
生
方
は
み
な
「
三
重
の
觀
、（
つ
ま
り
）
無
相
性
・
無
生
性
觀
お

よ
び
無
性
性
觀
が
あ
る
」
と
考
え
て
い
る
が
、わ
た
く
し
靈
潤
が

意
を
お
し
は
か
り
趣
旨
を
さ
ぐ
っ
て
み
る
に
、第
三
重
（
の

無
性
性
觀
）
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
『
攝
大
乘
論
』
の
本

の
始
終
に
は
兩
重
（
の
觀
、つ
ま
り
無
相
性
・

無
生
性
觀
）
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、（
兩
重
の
觀
に
お
い
て
）
何
を
捨
て
何
を
得
る
か
と
い
う
こ
と
も
本

に
說
か
れ
て
い
る

と
お
り
で
あ
っ
て
、
第
一
に
（
八
處
の
う
ち
）
前
の
七
處
で
は
外
塵
に
對
す
る
邪
執
を
捨
て
て
意
言
分
別
を
得え

、（
第
二
に
）

第
八
處
で
は
唯
識
（
識
の
み
が
存
在
す
る
）
と
い
う
想
念
を
も
捨
て
て
眞
法
界
を
得
る
の
で
あ
る
。（
つ
ま
り
ま
ず
第
一
重
と

し
て
）
前
（
の
七
處
）
に
お
い
て
無
相
性
を
觀
じ
て
外
塵
の
（
が
實
在
す
る
と
い
う
）
想
念
を
捨
て
、（
次
に
第
二
重
と
し
て
）

後
（
の
第
八
處
）
に
お
い
て
無
生
性
を
觀
じ
て
唯
識
と
い
う
想
念
を
も
捨
て
、（
そ
の
第
八
處
つ
ま
り
世
第
一
法
の
一
刹
那
に

續
く
）
第
二
の
刹
那
に
卽
座
に
初
地
に
入
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
第
三
重
（
の
無
性
性
觀
）
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
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あ
る
。
筌
（
つ
ま
り
言
語
に
よ
る
說
明
）
73
は
三
性
と
い
う
觀
點
に
立
つ
か
ら
（
そ
れ
に
對
應
す
る
）
三
つ
の
無
性
を
說
く
が
、

觀
（
つ
ま
り
觀
行
の
實
踐
）
は
執
著
を
除
去
す
る
こ
と
に
依
據
す
る
か
ら
兩
重
が
あ
る
の
み
な
の
で
あ
る
。

　

靈
潤
の
い
う
「
資
糧
章
」
と
は
、直
接
に
は
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
應
知
入
勝
相
品
の
「
入
方
便
道
章
第
五
」「
入
資
糧
章
第
六
」

を
指
し
て
お
り
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
眞
諦
譯
世
親
釋
獨
自
の
「
八
處
」
の
解
釋
が
靈
潤
の
兩
重
觀
說
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
が）

74
（

、
い

ま
は
靈
潤
の
說
の
要
點
の
み
を
ま
と
め
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

前
七
處

―
無
相
性
を
觀
じ
て
外
塵
の
想
を
捨
つ

第
八
處

―
無
生
性
を
觀
じ
て
唯
識
と
い
う
想
を
も
捨
て
て
、
第
二
の
刹
那
に
卽
座
に
初
地
に
入
る

　

靈
潤
の
第
八
處
の
規
定
が
さ
き
に
引
い
た
『
攝
大
乘
論
釋
』「
唯
識
想
既
滅
、
從
最
後
刹
那
、
更
進
第
二
刹
那
、
卽
入
初
地
」（
大

正
三
一
・
二
○
八
中
）
に
基
づ
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。「
第
二
の
刹
那
に
卽
座
に
初
地
に
入
る
」
と
い
う
こ
と
は
靈
潤
に
お
い

て
も
無
生
性
を
觀
ず
る
の
は
世
第
一
法
位
で
あ
り
（
第
八
處
）、
道
基
の
說
と
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

　

道
基
の
說
も
靈
潤
の
說
も
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
應
知
入
勝
相
品
の
所
說
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
で
は
兩
者

の
說
が
一
致
す
る
こ
と
は
當
然
と
も
言
え
る
が
、し
か
し
『
續
高
僧
傳
』
の
記
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、靈
潤
の
兩
重
觀
說
は
「
衆

師
」
の
三
無
性
を
三
重
の
觀
行
に
よ
っ
て
觀
ず
る
と
い
う
舊
說
を
批
判
し
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
今
、
道
基
と
靈
潤
と
が
唯

識
觀
行
の
實
踐
の
構
造
を
よ
り
『
攝
大
乘
論
釋
』
の
所
說
に
忠
實
に
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
「
攝
論
宗
」
に
お
け
る
『
攝

大
乘
論
』
理
解
の
深
ま
り
を
示
す
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

結
語

　

以
上
、
新
出
資
料
で
あ
る
『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
卷
第
三
（
Ｓ
二
七
七
＋
Ｐ
二
七
九
六
）
を
中
心
に
道
基
の
傳
歷
と
思
想
の
一
端
と
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を
論
じ
た
。
本
稿
で
考
察
し
た
範
圍
で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
靈
潤
が
主
張
し
た
兩
重
觀
と
同
じ
構
造
の
觀
行
が
本
殘
卷
に
も
說

か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

舊
稿
に
て
論
じ
た
よ
う
に
、
靈
潤
が
批
判
す
る
「
衆
師
」
の
說
と
一
致
す
る
三
重
の
觀
行
を
說
く

獻
と
し
て
敦
煌
本
『
攝
大
乘

論
抄
』（
擬
題
、
守
屋
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
本
＋
ス
タ
イ
ン
二
五
五
四
）
と
曇
遷
の
撰
述
か
と
推
測
さ
れ
る
『
大
乘
止
觀
法
門
』（
大
正

一
九
二
四
番
）
と
が
あ
り
、
曇
遷
よ
り
も
後
の
世
代
に
當
た
る
靈
潤
は
そ
れ
ら
の
三
重
の
觀
法
を
批
判
し
て
、
よ
り
眞
諦
譯
『
攝
大

乘
論
釋
』
の
所
說
に
密
著
し
た
兩
重
觀
を
主
張
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る）

75
（

。
本
殘
卷
に
そ
れ
と
同
じ
兩
重
觀
說
が
み
ら
れ
る
の
は
、

お
そ
ら
く
は
道
基
が
靈
潤
の
新
說
を
取
り
入
れ
た
結
果
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
攝
論
宗
」
の
思
想
と
實
踐
と
を
考
え
る
う
え
で
貴
重

な
事
例
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
あ
え
て
道
基
『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
卷
第
三
（
Ｓ
二
七
七
＋
Ｐ
二
七
九
六
）
の
現
存
三
章
の
う
ち
、
す
で
に
翻
刻

を
發
表
し
て
い
る
「
四
善
根
義
」
に
考
察
範
圍
を
限
定
し
た
が
、
續
く
「
四
沙
門
果
義
」「
轉
根
義
」
に
も
注
目
す
べ
き
思
想
が
み

ら
れ
る
の
で
、
別
稿
に
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

注

（
1
） 

現
存
殘
卷
の
第
一
章
「
四
善
根
義
」
の
翻
刻
は
拙
稿
「
道
基
『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
卷
第
三
（
ス
タ
イ
ン
二
七
七
＋
ペ
リ
オ
二
七
九
六
）
―
﹇
一
﹈

『
四
善
根
義
』
校
訂
テ
キ
ス
ト

―
」（
龍
谷
佛
敎
學
會
『
佛
敎
學
硏
究
』
第
六
六
號
、
二
○
一
○
年
）。

（
2
） 『
續
高
僧
傳
』
卷
十
八
・
習
禪
篇
三
・
釋
曇
遷
傳
（
大
正
五
○
・
五
七
二
中
下
）
を
參
照
。

（
3
） 

玄
奘
の
生
年
は
ひ
と
ま
ず
『
續
高
僧
傳
』
卷
四
・
譯
經
篇
四
・
釋
玄
奘
傳
「
武
德
五
年
（
六
二
二
）、
二
十
有
一
」（
大
正
五
○
・
四
四
七
上
）

に
よ
っ
て
算
定
し
た
。
生
年
に
關
す
る
諸
資
料
の
記
述
の
詳
細
は
桑
山
正
進
・
袴
谷
憲
昭
『
玄
奘
』（
新
訂
版
、
人
物 

中
國
の
佛
敎
、
大
藏

出
版
、
二
○
○
○
年
〔
初
版
、
一
九
八
一
年
〕）
所
收
「
玄
奘
三
藏
の
形
而
下
」
の
「
お
わ
り
に
」
を
參
照
。
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（
4
）『
雜
阿
毘
曇
心
論
』
の
譯
出
經
緯
等
に
つ
い
て
は
吉
川
忠
夫
・
船
山
徹
（
譯
）『
高
僧
傳
』
一
（
岩
波

庫
、
二
○
○
九
年
）
譯
經
篇
下
・
僧

伽
跋
摩
傳
を
參
照
。

（
5
） 「
章
」
形
式
の
定
義
に
つ
い
て
は
荒
牧
典
俊
「
唯
識
章 

解
說
」（『

選 

趙
志
集 

白
氏

集
』
天
理
圖
書
館
善
本
叢
書 

漢
籍
之
部 

第
二
卷
、

天
理
大
學
出
版
部
、
一
九
八
○
年
）、
同
「
北
朝
後
半
期
佛
敎
思
想
史
序
說
」（
同
〔
編
著
〕『
北
朝
隋
唐 

中
國
佛
敎
思
想
史
』
法
藏
館
、

二
○
○
○
年
）
を
參
照
。

（
6
） 

ス
タ
イ
ン
二
七
七
寫
本
は
大
英
圖
書
館
、
ペ
リ
オ
二
七
九
六
寫
本
は
パ
リ
國
立
圖
書
館
の
所
藏
。
ど
ち
ら
も
國
際
敦
煌
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（International D
unhuang Project, http://idp.bl.uk/

）
の
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
上
で
畫
像
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
各
寫
本
の
料
紙
の
寸
法
等
に
つ

い
て
は
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
畫
像
に
附
さ
れ
た
解
題
を
參
照
。

 

　

な
お
、
ス
タ
イ
ン
二
七
七
寫
本
は
矢
吹
慶
輝
（
一
八
七
九
〜
一
九
三
九
）
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
矢
吹
慶
輝
『
鳴
沙
餘

韻 

敦
煌
出
土
未
傳
古
逸
佛
典
開
寶
』（
圖
錄
篇
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
○
年
、
五
四‒

Ⅱ
）、『
同
』（
解
說
篇
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
三
年
、

一
五
○
〜
一
五
一
頁
）
を
參
照
。
同
氏
將
來
の
ロ
ー
ト
グ
ラ
フ
に
つ
い
て
は
大
正
大
學
（
編
）『
大
英
博
物
館
所
藏 

オ
ー
レ
ル
・
ス
タ
イ
ン

蒐
集 

敦
煌
出
土
未
傳
古
逸
稀
覯
佛
典
白
寫
眞
目
錄
』（
大
正
大
學
、
一
九
四
一
年
、
八
四
番
）
に
記
載
が
あ
る
。
矢
吹
氏
は
ロ
ン
ド
ン
で
Ｓ

二
七
七
寫
本
の
錄

も
作
成
し
て
お
り
、
そ
の
手
稿
は
現
在
佛
敎
大
學
圖
書
館
に
收
藏
さ
れ
て
い
る
。
同
圖
書
館
に
は
『
鳴
沙
餘
韻
』（
解
說

篇
）
に
揭
載
さ
れ
た
解
題
の
前
段
階
の
草
稿
と
考
え
ら
れ
る
手
稿
も
收
め
ら
れ
て
い
る
。
梶
原
隆
淨
・
別
府
一
道
（
編
）『
矢
吹
慶
輝
博
士
舊

藏
遺
品
目
錄
』（
佛
敎
大
學
淨
土
宗

獻
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
六
年
、「
佛
典
寫
本
」
の
部
、
○
三
○
九
番
・
○
二
三
三
番
）
を
參
照
。

（
7
） 

眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
入
因
果
修
差
別
勝
相
品
「
譬
如
須
陀

斯
陀
含
阿
那
含
三
位
、製
立
爲
五
人
。
…
…
從
初
方
便
至
須
陀

爲
第
一
人
、

家
家
爲
第
二
人
、
斯
陀
含
爲
第
三
人
、
一
種
子
爲
第
四
人
、
阿
那
含
爲
第
五
人
」（
大
正
三
一
・
二
二
九
下
）、「
此
十
二
人
、
菩
薩
五
位
所
攝
。

第
一
位
攝
第
一
第
二
第
三
三
人
、
第
二
位
攝
第
四
第
五
第
六
三
人
、
第
三
位
攝
第
七
第
八
兩
人
、
第
四
位
攝
第
九
一
人
、
第
五
位
攝
第
十
第

十
一
第
十
二
三
人
」（
大
正
三
一
・
二
三
○
上
）。

（
8
） 

あ
る
い
は
『
隋
書
』
卷
三
十
九
お
よ
び
『
北
史
』
卷
七
十
三
・
陰
壽
傳
に
附
傳
さ
れ
る
陰
世
師
（
五
六
五
〜
六
一
七
）
と
何
ら
か
の
關
係
を

有
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
陰
氏
は
漢
代
以
來
の
河
西
地
方
の
豪
族
で
あ
り
、
佛
敎
と
の
關
わ
り
が
深
い
。
陰
氏



道基の生涯と思想

293

も
含
む
河
西
の
名
族
に
關
す
る
先
行
硏
究
と
し
て
、池
田
溫「
唐
朝
氏
族
志
の
一
考
察

―
い
わ
ゆ
る
敦
煌
名
族
志
殘
卷
を
め
ぐ
っ
て

―
」

（『
北
海
道
大
學

學
部
紀
要
』
第
一
三
卷
第
二
號
、
一
九
六
五
年
）、
同
「
八
世
紀
初
に
お
け
る
敦
煌
の
氏
族
」（『
東
洋
史
硏
究
』
第
二
四
卷

第
三
號
、
一
九
六
五
年
）、
白
須
淨
眞
「
在
地
豪
族
・
名
族
社
會

―
一
〜
四
世
紀
の
河
西

―
」（
池
田
溫
〔
編
〕『
敦
煌
の
社
會
』、
講
座

敦
煌
三
、
大
東
出
版
社
、
一
九
八
○
年
）
等
を
參
照
。

（
9
） 

次
節
で
復
元
す
る
道
基
『
阿
毘
曇
章
』
の
章
題
の
一
覽
に
記
す
よ
う
に
、
道
基
『
阿
毘
曇
章
』
に
「〔
三
十
七
道
品
義
〕」
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
が
推
定
で
き
る
が
、
こ
の
附
記
が
そ
れ
と
關
係
す
る
の
か
ど
う
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

（
10
） 

安
澄
『
中
論
疏
記
』
が
引
用
す
る
諸
注
釋
書
に
つ
い
て
は
伊
藤
隆
壽
「
安
澄
の
引
用
せ
る
諸
注
釋
書
の
硏
究
」（『
駒
澤
大
學
佛
敎
學
部
論
集
』

第
八
號
、
一
九
七
七
年
）
を
參
照
。

（
11
） 

な
お
、『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
卷
第
三
の
こ
の
一
段
は
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
卷
一
（
大
正
二
八
・
八
下
）
の

章
の
轉
用
に
よ
っ
て
成
り
立
っ

て
い
る
。
上
揭
拙
稿
「
道
基
『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
卷
第
三
」
所
載
テ
キ
ス
ト
の
當
該
箇
所
の
注
記
を
參
照
。

（
12
） 

ほ
か
に
『
中
論
疏
記
』
に
お
い
て
『
毘
曇
章
』
の
撰
述
者
が
「
道
基
」
で
は
な
く
「
慧
基
（
惠
基
）」
と
稱
さ
れ
る
の
は
、次
の
二
例
で
あ
る
。

安
澄
『
中
論
疏
記
』
卷
八
本
「
惠
基
師
『
阿
毘
曇
章
』
第
五
卷
『
四
諦
義
』
解
云
、…
…
」（
大
正
六
五
・
二
二
一
下
）、卷
八
末
「
慧
基
師
『
毘

曇
章
』
第
二
卷
『
十
使
義
』
云
、
…
…
」（
大
正
六
五
・
二
三
八
中
）。
本
節
の
最
後
に
ま
と
め
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
『
中
論
疏
記
』
の
そ
の

他
の
箇
所
や
あ
る
い
は
凝
然
の
著
述
の
な
か
で
「
道
基
」
の
名
で
引
用
さ
れ
る
章
題
と
共
通
し
て
お
り
、「
慧
基
」
と
「
道
基
」
と
は
通
用
す

る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

（
13
） 

凝
然
の
傳
記
や
諸
著
の
撰
述
年
代
等
に
つ
い
て
は
大
屋
德
城
『
凝
然
國
師
年
譜
』（
國
師
六
百
囘
忌
記
念
、
東
大
寺
勸
學
院
、
一
九
二
一
年
）、

新
藤
晉
海
（
編
）『
凝
然
大
德
事
績

槪
』（
凝
然
大
德
六
百
五
十
年
忌
記
念
、
東
大
寺
敎
學
部
、
一
九
七
一
年
）
を
參
照
。

（
14
） 

凝
然
『
華
嚴
孔
目
章
發
悟
記
』
卷
三
「
若
配
諸
位
、
眞
諦
三
藏
云
、『
第
三
住
者
、
卽
離
垢
地
。
第
四
住
者
、
卽
明
炎
地
。
第
五
住
者
、
燒
燃

地
。
第
五
（
↓
六
？
）
第
六
（
↓
七
？
）
乃
至
第
十
、
如
次
難
勝
地
現
前
地
遠
行
地
不
動
地
善
惠
地
、
如
是
配
當
。
第
十
一
住
是
法
雲
地
。

第
十
二
住
卽
佛
果
也
』」（
大
日
本
佛
敎
全
書
七
・
二
八
六
下
）。

（
15
） 

な
お
、『
雜
阿
毘
曇
心
論
』
の
「
章
」
に
關
し
て
は
ほ
か
に
次
の
記
錄
が
あ
る
。「
奈
良
朝
現
在
一
切
經
疏
目
錄
」「
雜
心
論
抄
、
基
師
、
三
卷
」
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（
石
田
茂
作
『
寫
經
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
佛
敎
の
硏
究
』
東
洋

庫
、
一
九
三
○
年
、
附
錄
二
五
八
三
番
。
石
田
氏
は
こ
れ
を
「
雜
阿
毘
曇
心

論
抄
、
唐
窺
基
、
三
卷
」
に
比
定
す
る
が
、
そ
の
根
據
は
示
さ
れ
て
い
な
い
）、
謙
順
『
增
補
諸
宗
章
疏
錄
』
法
相
宗
・
小
乘
論
疏
部
「
阿
毘

曇
章
十
卷
〈
道
基
述
〉。
阿
毘
曇
鈔
一
卷
〈
道
基
述
〉」（
大
日
本
佛
敎
全
書
一
・
一
二
八
上
）。
ま
た
、『
攝
大
乘
論
』
の
「
章
」
に
關
し
て
は

ほ
か
に
次
の
記
錄
が
あ
る
。
謙
順
『
增
補
諸
宗
章
疏
錄
』
法
相
宗
・
論
疏
部
「
攝
論
章
三
卷
〈
道
基
述
〉」（
大
日
本
佛
敎
全
書
一
・
一
二
四
下
）、

法
金
剛
院
藏
『
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
錄
』
卷
上
「
攝
論
義
章
四
卷
、道
基
師
、二
百
紙
」（
落
合
俊
典
〔
編
〕『
中
國
・
日
本
經
典
章
疏
目
錄
』、

七
寺
古
逸
經
典
硏
究
叢
書 

第
六
卷
、
大
東
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
錄
五
四
五
番
）。

（
16
） 『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
八
五
卷
・
古
逸
部
（
一
九
三
二
年
刊
）
所
收
の
『
攝
大
乘
義
章
』
卷
第
四
（
大
正
二
八
○
九
番
）
で
あ
る
。
こ
の

獻
が
道
基
撰
述
書
の
殘
卷
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
敦
煌
出
土
攝
論
宗

獻
『
攝
大
乘
論
疏
』（
北
六
九
○
四
Ｖ
）

―
解
題
と
翻
印

―
」（『
龍
谷
大
學 

大
學
院

學
硏
究
科
紀
要
』
第
三
二
輯
、
二
○
一
○
年
度
）
注
九
・
二
九
を
參
照
。
道
基
『
攝
大
乘
義
章
』
卷
第
四
（
も

し
く
は
『
攝
論
章
』）
に
關
す
る
先
行
硏
究
と
し
て
は
、
周
叔
迦
『
釋
家
藝

提
要
』（『
周
叔
迦
佛
學
論
著
全
集
』
第
五
册
、
中
華
書
局
、
北

京
、
二
〇
〇
六
年
）
の
一
四
〇
「『
攝
大
乘
義
章
』
一
卷
」、
勝
又
俊
敎
『
佛
敎
に
お
け
る
心
識
說
の
硏
究
』（
山

房
佛
書
林
、
一
九
六
一
年
、

七
八
九
〜
七
九
七
頁
）、
宇
井
伯
壽
『
西
域
佛
典
の
硏
究

―
敦
煌
逸
書
簡
譯

―
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
）
所
收
「
攝
大
乘
論
疏
章
」

の
「
攝
大
乘
義
章
卷
第
四
」、
釋
仁
宥
「
攝
論
師
所
傳
的
『
攝
論
』
思
想

―
以
道
基
・
道
奘
・
靈
潤
爲
中
心
」（『
中
華
佛
學
研
究
』
第
八
期
）、

聖
凱
『
攝
論
學
派
硏
究
』（
宗
敎

化
出
版
社
、
北
京
、
二
○
○
六
年
、
四
七
〜
四
九
頁
ほ
か
）、M

ichael R
adich, “The D

octrine of 

* A
m

alavijñāna in Param
ārtha

（499-569

）, and Later A
uthors to A

pproxim
ately 800 C

.E.” （Zinbun no.41, Institute for R
esearch in H

u-

m
anities, K

yoto U
niversity, 2008, §4.1.3.7

）
等
を
參
照
。

（
17
） 

義
天
『
新
編
諸
宗
敎
藏
總
錄
』
卷
三
「
阿
毘
曇
論
。
義
章
十
卷
〈
或
五
卷
〉。
鈔
一
卷
。
已
上
、
道
基
述
」（
大
正
五
五
・
一
一
七
七
上
）、「
攝

大
乘
論
。
…
…
義
章
十
卷
、
道
基
述
」（
大
正
五
五
・
一
一
七
六
中
下
）。

（
18
） 

永
超
『
東
域
傳
燈
目
錄
』「
阿
毘
曇
章
十
卷
〈
道
詮
。
東
云
十
五
卷
、
或
云
十
六
卷
〉」（
大
正
五
五
・
一
一
六
一
上
）、「
同
論
（
＝
攝
大
乘
論
）

章
四
卷
〈
道
基
〉」（
大
正
五
五
・
一
一
五
六
下
）。
大
正
藏
の
校
勘
記
に
よ
れ
ば
、「
阿
毘
曇
章
十
卷
」
の
夾
注
「
道
詮
」
に
對
し
て
甲
本
（
大

谷
大
學
藏
寫
本
）
に
は
「
唐
益
部
福
感
寺
」
と
い
う
傍
註
が
あ
り
、
ま
た
「
詮
」
字
に
對
し
て
は
「
基
」
に
作
る
異
本
が
あ
る
と
の
校
記
が
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加
え
ら
れ
て
い
る
。
今
は
そ
れ
ら
の
註
記
に
從
う
。

（
19
） 
凝
然
『
華
嚴
經
探
玄
記
洞
幽
鈔
』
卷
八
十
四
「
道
基
法
師
是
攝
論
宗
、
作
『
攝
大
乘
義
章
』
一
十
四
卷
、
釋
諸
法
門
、
亦
約
三
宗
、
卽
毘
曇

成
實
大
乘
。
其
大
乘
宗
是
舊
譯
諸
經
論
、『
攝
論
』
爲
本
、
兼
盡
一
切
。
彼
師
亦
造
『
阿
毘
曇
章
』
十
五
卷
、
專
明
有
宗
法
義
、
而
時
兼
陳
『
成

實
』
大
乘
法
義
」（
日
本
大
藏
經
一
・
三
五
四
上
）。
こ
の

章
は
岡
本
一
平
「
新
羅
唯
識
派
の
芬
皇
寺
玄
隆
『
玄
隆
師
章
』
の
逸

硏
究
」（
韓

國
留
學
生
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
會
『
韓
國
佛
敎
學
Ｓ
Ｅ
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｒ
』
第
八
號
、
二
○
○
○
年
、
資
料
編
〔
一
〕
四
五
）
に
も
擧
げ
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、『
攝
大
乘
義
章
』
に
つ
い
て
は
凝
然
『
維
摩
經
疏
菴
羅
記
』
卷
七
に
も
「
福
成
寺
道
基
法
師
、
是
攝
論
宗
、
弘
通
祖
師
、
製
造

『
攝
大
乘
義
章
』
十
四
卷
、
陳
諸
法
相
。
彼
第
十
四
立
『
淨
土
義
』。
…
…
」（
大
日
本
佛
敎
全
書
五
・
一
九
四
上
）
と
あ
る
。

（
20
） 

安
澄
『
中
論
疏
記
』
卷
五
末
「
然
今
言
『
以
此
五
法
』
等
者
、
以
五
法
和
聚
義
稱
五
。
…
…
道
基
法
師
『
毘
曇
章
』
初
卷
云
、
盡
以
衆
多
、

聚
義
是
色
陰
義
、
受
想
行
識
亦
復
如
是
」（
大
正
六
五
・
一
三
九
上
）。『
中
論
疏
記
』
の
注
釋
對
象
は
吉
藏
『
中
觀
論
疏
』
卷
四
末
「
以
此
五

法
共
聚
成
人
、
目
之
爲
衆
」（
大
正
四
二
・
六
六
上
）
で
あ
り
、『
中
觀
論
疏
』
の
注
釋
對
象
は
鳩
摩
羅
什
譯
『
中
論
』
觀
五
陰
品
（
大
正
三
○
・

六
中
〜
七
中
）
で
あ
る
。『
中
論
疏
記
』
に
お
い
て
『
毘
曇
章
』
が
引
用
さ
れ
る

脈
と
『
毘
曇
章
』
の
所
說
の
內
容
と
か
ら
、「
五
陰
義
」

と
い
う
章
題
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
21
） 

安
澄
『
中
論
疏
記
』
卷
五
本
（
大
正
六
五
・
一
二
五
中
、
一
三
○
上
）。

（
22
） 

凝
然
『
華
嚴
孔
目
章
發
悟
記
』
卷
七
「
言
『
亦
云
所
作
因
』
者
、
此
擧
舊
名
也
。
…
…
『
阿
毘
曇
義
章
』
第
三
云
、
所
作
因
者
、
所
作
是
果
。

有
爲
果
報
、
爲
因
造
成
、
名
爲
所
作
。
爲
所
作
果
作
因
、
故
名
所
作
因
。
依
『
俱
舍
論
』、
名
隨
造
因
。
所
作
隨
造
、
名
義
勢
同
〈
已
上
。
此

『
俱
舍
』
者
、
舊
『
俱
舍
』
也
〉」（
大
日
本
佛
敎
全
書
七
・
三
三
一
下
）。
以
下
、
六
因
に
關
す
る
『
阿
毘
曇
義
章
』
の
說
明
が
複
數
囘
引
用
さ

れ
る
（
大
日
本
佛
敎
全
書
七
・
三
三
二
上
、
三
三
二
下
、
三
三
三
上
、
三
三
三
下
、
三
三
四
下
、
三
三
六
上
下
、
三
四
○
下
）。『
華
嚴
孔
目
章

發
悟
記
』
の
注
釋
對
象
は
智
儼
『
華
嚴
孔
目
章
』
普
莊
嚴
童
子
處
立
因
果
章
「
六
因
者
、
一
能
作
因
、
亦
云
所
作
因
。
…
…
六
異
熟
因
、
亦

云
報
因
」（
大
正
四
五
・
五
三
九
中
）。『
阿
毘
曇
義
章
』
が
引
用
さ
れ
る

脈
と
そ
の
內
容
と
か
ら
、「
六
因
義
」
と
い
う
章
題
を
想
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
23
） 

安
澄
『
中
論
疏
記
』
卷
七
本
（
大
正
六
五
・
一
八
五
上
、
一
八
五
中
）。
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（
24
） 

安
澄
『
中
論
疏
記
』
卷
二
本
（
大
正
六
五
・
三
八
下
〜
三
九
上
）、
卷
六
末
（
平
井
俊
榮
・
伊
藤
隆
壽
「
安
澄
撰
『
中
觀
論
疏
記
』
校
註

―

東
大
寺
古
寫
本
卷
六
末

―
」『
南
都
佛
敎
』
第
三
八
號
、
一
九
七
七
年
、
一
○
七
〜
一
○
八
頁
）、
卷
八
末
（
大
正
六
五
・
二
三
八
中
）。

（
25
） 
安
澄
『
中
論
疏
記
』
卷
七
本
（
大
正
六
五
・
一
七
一
中
、
一
七
三
上
）。

（
26
） 

凝
然
『
五
敎
章
通
路
記
』
卷
四
十
一
（
大
正
七
二
・
五
三
一
上
）。

（
27
） 

凝
然
『
華
嚴
經
探
玄
記
洞
幽
鈔
』
卷
八
十
二
「『
疏
』『
若
別
、
則
以
等
智
爲
性
』
者
、
舊
云
等
智
、
新
云
世
俗
智
。
…
…
舊
譯
亦
名
世
俗
智
、

『
毘
曇
章
』
中
、
立
此
名
故
。
彼
『
章
』
九
云
、『
等
智
者
、
或
名
世
俗
智
。
男
女
長
短
、
去
來
進
止
、
俗
事
非
一
、
目
之
爲
等
。
智
知
等
境
、

名
爲
等
智
。『
婆
沙
』
又
云
、
一
切
世
人
、
等
有
此
智
、
名
曰
等
智
』〈
已
上
〉。
此
『
婆
沙
』

、
亦
是
一
義
。
次
下
『
得
名
門
』
云
、『
等
智
、

就
境
立
名
』、
此
約
初
義
。
又
云
、『
或
言
、
世
人
等
有
此
智
、
名
爲
等
智
、
義
用
立
名
』〈
已
上
〉、
此
就
所
引
『
婆
沙
』
立
名
」（
日
本
大
藏

經
一
・
三
二
八
上
）。『
華
嚴
經
探
玄
記
洞
幽
鈔
』
の
注
釋
對
象
は
法
藏
『
華
嚴
經
探
玄
記
』
卷
十
二
「
若
別
、
卽
以
等
智
爲
性
」（
大
正

三
五
・
三
三
一
下
）。
全
體
的
に
は
六
神
通
を
注
解
す
る

脈
で
あ
る
が
（
次
注
を
參
照
）、
今
の
『
毘
曇
章
』
の
引
用
は
所
說
の
內
容
か
ら
考

え
て
お
そ
ら
く
「
十
智
」
を
論
じ
た
章
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ひ
と
ま
ず
「
十
智
義
」
と
い
う
章
題
を
推
定
し
て

お
く
。

（
28
） 

凝
然
『
華
嚴
經
探
玄
記
洞
幽
鈔
』
卷
八
十
二
「『
阿
毘
曇
章
』
十
云
、
通
出
體
者
、
竝
用
通
中
慧
數
爲
體
性
也
〈
已
上
〉」（
日
本
大
藏
經
一
・

三
二
七
下
）。
以
下
數
卷
に
わ
た
っ
て
六
神
通
に
關
す
る
『
阿
毘
曇
章
』
の
說
明
が
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
る
（
日
本
大
藏
經
一
・
三
二
七
上
、

三
二
七
下
、
三
二
九
上
、
三
三
三
上
、
三
三
三
下
、
三
三
三
下
〜
三
三
四
上
、
三
四
一
下
、
三
五
三
下
、
三
五
三
下
〜
三
五
四
上
、
三
五
六

上
下
、
三
五
六
下
〜
三
五
七
上
）。『
華
嚴
經
探
玄
記
洞
幽
鈔
』
の
注
釋
對
象
は
法
藏
『
華
嚴
經
探
玄
記
』
卷
十
二
「
第
二
明
五
通
果
中
、
作

四
門
。
…
…
」（
大
正
三
五
・
三
三
一
中
〜
三
三
二
中
）。『
阿
毘
曇
章
』
が
引
用
さ
れ
る

脈
と
そ
の
內
容
と
か
ら
、「
六
神
通
義
」
と
い
う
章

題
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
29
） 

凝
然
『
華
嚴
經
探
玄
記
洞
幽
鈔
』
卷
七
十
九
（
日
本
大
藏
經
一
・
二
九
五
上
、
二
九
六
上
）。

（
30
） 

安
澄
『
中
論
疏
記
』
卷
八
末
（
大
正
六
五
・
二
三
九
下
、
二
四
○
中
）。

（
31
） 

安
澄
『
中
論
疏
記
』
卷
八
本
（
大
正
六
五
・
二
二
一
下
）。
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（
32
） 

凝
然
『
華
嚴
孔
目
章
發
悟
記
』
卷
十
二
「
四
諦
義
理
、
諸
師
多
解
。
淨
影
『
義
章
』
第
三
、『
阿
毘
曇
章
』
第
十
四
、『
成
實
義
章
』
第
一
第

二
第
三
第
四
、
天
台
『
法
界
次
第
』
中
卷
、
圓
弘
『
章
』
第
一
、
玄
澄
『
章
』、
定
賓
『
飾
宗
記
』
第
七
、
此
等
諸

、
明
四
諦
義
。
自
餘
諸

師
、
亦
明
此
法
樂
。
廣
惠
者
、
竝
可
遍
覽
」（
大
日
本
佛
敎
全
書
一
二
二
・
三
四
五
上
）。
こ
れ
に
よ
り
『
阿
毘
曇
章
』
卷
十
四
に
「
四
諦
」
に

つ
い
て
論
じ
た
章
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
安
澄
が
言
及
す
る
「
四
諦
義
」（
大
正
六
五
・
二
二
一
下
）
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
33
） 

安
澄
『
中
論
疏
記
』
卷
三
本
（
大
正
六
五
・
七
五
中
）、
卷
五
本
（
大
正
六
五
・
一
○
九
上
、
一
一
一
下
）。

（
34
） 

現
存
殘
卷
「
四
沙
門
果
義
」「
第
三
別
釋
阿
那
含
有
十
、
第
四
別
解
羅
漢
有
九
。
此
義
廣
如
『
賢
聖
章
』
說
」（
Ｓ
二
七
七
・
三
五
七
〜
三
五
八

行
）。

（
35
） 

凝
然
『
華
嚴
經
探
玄
記
洞
幽
鈔
』
卷
八
十
五
（
日
本
大
藏
經
一
・
三
六
九
上
）
以
下
を
參
照
。

（
36
） 

現
存
殘
卷
「
四
善
根
義
」「
劫
時
之
義
、『
劫
』
中
廣
論
」（
Ｓ
二
七
七
・
一
九
六
行
）。
上
揭
拙
稿
「
道
基
『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
卷
第
三
」
注

二
八
七
を
參
照
。

（
37
） 

現
存
殘
卷
「
四
沙
門
果
義
」「
…
…
鈍
根
之
人
、
遇
緣
亦
退
。
至
『
三
退
義
』
中
、
當
自
廣
分
別
」（
Ｓ
二
七
七
・
四
一
七
〜
四
一
八
行
）。「『
三

退
義
』
の
な
か
で
、
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
と
し
よ
う
」
と
あ
る
の
で
、「
三
退
義
」
が
「
四
沙
門
果
義
」
よ
り
も
後
に
位
置
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。

（
38
） 

道
基
の
傳
歷
に
言
及
し
た
主
な
先
行
硏
究
と
し
て
は
上
揭
勝
又
俊
敎『
佛
敎
に
お
け
る
心
識
說
の
硏
究
』（
七
八
九
〜
七
九
七
頁
）、吉
村
誠「
玄

奘
西
遊
意

―
玄
奘
は
何
故
イ
ン
ド
へ
行
っ
た
の
か

―
」（『
佛
敎
史
學
硏
究
』
第
四
六
卷
第
一
號
、
二
○
○
三
年
）
を
參
照
。

（
39
） 

三
本
・
宮
本
は
「
奇
」
に
作
る
。

（
40
） 

原

「
生
知
」
は
『
論
語
』
季
氏
「
孔
子
曰
、
生
而
知
之
者
、
上
也
。
學
而
知
之
者
、
次
也
。
困
而
學
之
、
又
其
次
也
。
困
而
不
學
、
民
斯

爲
下
矣
」
を
ふ
ま
え
る
表
現
。「
岐
嶷
」
は
『
毛
詩
』
大
雅
・
生
民
「
克
岐
克
嶷
」、
鄭
箋
「
能
匍
匐
則
岐
岐
然
、
意
有
所
知
也
。
其
貌
嶷
嶷
然
、

有
所
識
別
也
」
を
ふ
ま
え
る
表
現
。

（
41
） 

以
下
は
『
續
高
僧
傳
』
卷
十
・
義
解
篇
六
・
釋
靖
嵩
傳
（
大
正
五
○
・
五
○
一
中
〜
五
○
二
上
）
の
取
意
で
あ
る
。



298

（
42
） 

慧
光
の
生
卒
年
は
新
出
の
「
慧
光
墓
誌
」
に
よ
る
。
趙
立
春
「

城
地
區
新
發
現
的
慧
光
法
師
資
料
」（『
中
原

物
』
二
○
○
六
年
第
一
期
、

河
南
博
物
院
）
を
參
照
。

（
43
） 『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
一
・
明
律
篇
上
・
釋
慧
光
傳
「
學
士
道
雲
、
早
依
師
禀
、
奉
光
遺
令
、
專
弘
律
部
、
造
『
疏
』
九
卷
。
…
…
又
光
門
人

道
暉
者
、
連
衡
雲
席
、
情
智
傲
岸
、
不
守
方
偶
、
略
雲
所
製
、
以
爲
七
卷
」（
大
正
五
○
・
六
○
八
上
）。

（
44
） 

本
傳
。『
續
高
僧
傳
』
卷
十
一
・
義
解
篇
七
・
釋
志
念
傳
、
釋
保
恭
傳
。

（
45
） 

道
猷
は
『
續
高
僧
傳
』
卷
十
一
・
義
解
篇
七
・
釋
志
念
傳
「
有
高
昌
國
慧
嵩
法
師
、
統
解
小
乘
、
世
號
毘
曇
孔
子
、
學
匡
天
下
、
衆
侶
塵
隨
。

沙
門
道
猷
・
智
洪
・
晃
覺
・
散
魏
等
、
竝
稱
席
中
杞
梓
、
慧
苑
琳
琅
。
念
顧
眄
從
之
、
成
名
猷
上
」（
大
正
五
○
・
五
○
八
下
）。
法
誕
は
未
詳
。

（
46
） 

三
本
・
宮
本
は
「
剖
」
に
作
る
。

（
47
） 「
東
都
」
は
『
隋
書
』
煬
帝
紀
上
「〔
大
業
〕
五
年
（
六
○
九
）
春
正
月
丙
子
、
改
東
京
爲
東
都
」。

（
48
） 

原

「
成
得
」
は
た
と
え
ば
『
妙
法
蓮
華
經
』
譬
喩
品
「
汝
等
若
能
、
信
受
是
語
、
一
切
皆
當
、
成
得
佛
道
」（
大
正
九
・
一
五
上
）。「
詞
飛

戾
天
」
は
『
毛
詩
』
大
雅
・
旱
麓
「
鳶
飛
戾
天
、
魚
躍
于
淵
」
を
ふ
ま
え
る
表
現
。

（
49
） 

慧
日
道
場
に
つ
い
て
は
山
崎
宏
『
隋
唐
佛
敎
史
の
硏
究
』（
法
藏
館
、
一
九
六
七
年
）
第
五
章
「
煬
帝
（
晉
王
廣
）
の
四
道
場
」
を
參
照
。

（
50
） 

本
傳
「
自
爾
四
海
標
領
、
盛
結
慧
日
道
場
、
皆
望
氣
相
師
、
指
途
知
返
。
以
基
榮
冠
望
表
、
韻
逸
寰
中
、
大
業
五
年
、
勅
召
來
止
、
遂
卽
對

揚
玄
論
、
允
塞
天
心
。
隋
后
解
統
玄
儒
、
將
觀
釋
府
、
總
集
義
學
、
躬
臨
論
場
、
鑾
駕
徐
移
、
鳴
笳
滿
於
馳
道
、
御

暫
止
、
駐
畢
淸
于
敎
門
、

自
大
法
東
流
、
斯
席
爲
壯
觀
也
。
時
仗
辯
之
徒
、
俱
開
令
譽
、
及
將
登
法
座
、
各
擅
英
雄
、
而
解
有
所
歸
、
竝
揖
基
而
爲
玄
宰
、
既
居
衆
望
、

經
綸
乃
心
、
便
創
擧
宏
綱
、
次
光
帝
德
、
百
辟
卿
士
、
咸
異

而
共
嗟
焉
」（
大
正
五
○
・
五
三
二
中
下
）。

（
51
） 

現
存
殘
卷
「
轉
根
義
」「
念
法
師
釋
云
、
…
…
。
今
推
驗
諸
論
、
義
則
不
然
」（
Ｐ
二
一
八
三
・
四
一
〜
四
三
行
）。
志
念
傳
の
末
尾
に
は
道
基

が
志
念
の
行
狀
を
著
し
た
と
い
う
記
事
も
あ
る
。『
續
高
僧
傳
』
卷
十
一
・
義
解
篇
七
・
釋
志
念
傳
「
益
州
福
成
寺
道
基
法
師
、
慧
解
通
徵
、

祖
習
有
所
、
乃
爲
之
行
狀
、
援
引
今
古
、

質
存
焉
」（
大
正
五
○
・
五
○
九
中
）。

（
52
） 

三
本
・
宮
本
は
「
感
」
に
作
る
。

（
53
） 「
求
禮
四
夷
、
宣
尼
有
旨
」
は
『
漢
書
』
藝

志
「
仲
尼
有
言
、
禮
失
而
求
諸
野
」、
師
古
注
「
言
都
邑
失
禮
、
則
於
外
野
求
之
、
亦
將
有
獲
」



道基の生涯と思想

299

に
基
づ
く
。

（
54
） 「
風
敎
」
は
『
論
語
』
顏
淵
「
君
子
之
德
風
也
、
小
人
之
德
草
也
、
草
上
之
風
必
偃
」
を
ふ
ま
え
る
表
現
。

（
55
） 「
福
成
寺
」
は
「
福
感
寺
」
と
す
る
傳
承
も
あ
り
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
は
定
め
が
た
い
（
別
寺
の
可
能
性
も
あ
る
）。
今
は
ひ
と
ま
ず
高
麗

再
雕
本
『
續
高
僧
傳
』
が
多
く
「
福
成
寺
」
に
作
る
の
に
從
う
。
嚴
耕
望
「
唐
五
代
時
期
之
成
都
」（『
嚴
耕
望
史
學
論

選
集
』
中
華
書
局
、

北
京
、
二
○
○
六
年
、
二
一
七
頁
、
二
一
八
頁
・
注
二
一
）
を
參
照
。

（
56
） 

一
般
に
「
玄
奘
三
藏
の
傳
記
の
根
本
資
料
」
と
さ
れ
る
の
は
『
大
唐
大
慈
恩
寺
三
藏
法
師
傳
（
慈
恩
傳
）』
だ
が
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
、

玄
奘
が
特
に
道
基
に
敬
事
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
述
は
『
續
高
僧
傳
』
玄
奘
傳
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
は
現
行
の
高

麗
再
雕
本
（
大
正
藏
の
原
本
）
よ
り
も
古
い
形
を
傳
え
る
興
聖
寺
本
『
續
高
僧
傳
』
玄
奘
傳
に
も
そ
の
ま
ま
存
在
し
て
お
り
、
玄
奘
の
傳
記

と
し
て
最
も
初
期
に
成
立
し
た
部
分
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
玄
奘
傳
の
諸
資
料
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
吉
村
誠
「『
大
唐
大
慈
恩

寺
三
藏
法
師
傳
』
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
佛
敎
學
』
第
三
七
號
、
一
九
九
五
年
）
を
參
照
。
興
聖
寺
本
『
續
高
僧
傳
』
玄
奘
傳
に
つ
い
て
は

藤
善
眞
澄
『
道
宣
傳
の
硏
究
』（
東
洋
史
硏
究
叢
刊
之
六
十
、
京
都
大
學
學
術
出
版
會
、
二
○
○
二
年
）
第
六
章
「『
續
高
僧
傳
』
玄
奘
傳
の

成
立
」
を
參
照
。

（
57
） 

僧
景
（『
續
高
僧
傳
』
玄
奘
傳
）
は
『
續
高
僧
傳
』
道
基
傳
附
傳
の
慧
景
と
同
一
人
で
あ
ろ
う
。「
時
彭
門
蜀
壘
、
復
有
慧
景
・
寶
暹
者
、
竝

明
『
攝
論
』、
譽
騰
京
國
。
景
淸
慧
獨
擧
、
詮
暢
玄
津
、

疏
抽
引
、
亟
發
英
采
」（
大
正
五
○
・
五
三
二
下
）。
道
振
（『
續
高
僧
傳
』
玄
奘
傳
）

は
『
慈
恩
傳
』
卷
一
に
名
の
み
え
る
震
法
師
と
同
一
人
で
あ
ろ
う
。「
於
是
更
聽
基
・
暹
『
攝
論
』『
毘
曇
』、
及
震
法
師
『
迦
延
』」（
大
正
五

○
・
二
二
二
上
）。

（
58
） 

本
殘
卷
に
お
け
る
十
二
住
の
解
釋
の
詳
細
は
別
稿
に
て
論
ず
る
豫
定
で
あ
る
。

（
59
） 

ひ
と
ま
ず
『
續
高
僧
傳
』
玄
奘
傳
（
大
正
五
○
・
四
四
七
中
）
の
記
述
に
よ
っ
て
貞
觀
三
年
と
す
る
が
、
異
說
も
あ
る
。
上
揭
桑
山
正
進
・

袴
谷
憲
昭
『
玄
奘
』
所
收
「
玄
奘
三
藏
の
形
而
下
」
第
四
章
を
參
照
。

（
60
） 

上
揭
桑
山
正
進
・
袴
谷
憲
昭
『
玄
奘
』、
吉
村
誠
「
玄
奘
西
遊
意
」
を
參
照
。

（
61
） 

な
お
「
四
善
根
義
」
の
「
三
乘
迴
轉
差
別
」（
Ｓ
二
七
七
・
一
四
五
〜
一
七
三
行
）
の
項
に
み
ら
れ
る
三
乘
相
互
の
轉
根
の
問
題
に
關
す
る
道
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基
の
見
解
も
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
今
囘
は
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
62
） 
上
揭
拙
稿
「
道
基
『
雜
阿
毘
曇
心
章
』
卷
第
三
」
所
載
テ
キ
ス
ト
の
セ
ク
シ
ョ
ン
番
號
と
見
出
し
に
よ
る
。

（
63
） 
七
周
減
緣
・
二
十
四
周
減
行
の
詳
細
は
深
浦
正

『
俱
舍
學
槪
論
』（
百
華
苑
、
一
九
五
一
年
、
二
○
三
〜
二
○
七
頁
）
の
解
說
お
よ
び
圖
解

を
參
照
。
ま
た
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書
に
お
け
る
「
行
相
」
の
語
の
定
義
に
つ
い
て
、
福
田
琢
「『
俱
舍
論
』
に
お
け
る
〝
行
相
〞」（『
印
度
學

佛
敎
學
硏
究
』
第
四
一
卷
第
二
號
、
一
九
九
三
年
）、
青
原
令
知
「『
俱
舍
論
』
に
お
け
る
四
諦
十
六
行
相
の
定
義
」（『
櫻
部
建
博
士
喜
壽
記

念
論
集 

初
期
佛
敎
か
ら
ア
ビ
ダ
ル
マ
へ
』
平
樂
寺
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
等
を
參
照
。

（
64
） 

衆
賢
『
阿
毘
逹
磨
順
正
理
論
』
卷
六
十
一
「
於
上
界
道
、
減
一
行
相
、
從
此
名
曰
中
品
忍
初
。
如
是
次
第
漸
減
漸
略
行
相
・
所
緣
、
乃
至
極
少
、

唯
以
二
心
觀
欲
界
苦
」（
大
正
二
九
・
六
七
八
下
）

（
65
） 

な
お
、『
俱
舍
論
記
』
の
こ
の
一
節
は
中
算
（
あ
る
い
は
仲
算
、
九
三
五
〜
九
七
六
）『
賢
聖
義
略
問
答
』
卷
一
（
富
貴
原
章
信
『
賢
聖
義
略

問
答
の
硏
究
』、
優
鉢
羅
室
叢
書
、
神
田

一
郞
發
行
、
一
九
七
○
年
、
一
○
頁
）
に
引
用
さ
れ
、
注
釋
さ
れ
て
い
る
。
富
貴
原
氏
の
解
說
（
同

書
八
四
〜
八
五
頁
）
と
あ
わ
せ
て
參
照
。
た
だ
し
中
算
の
注
釋
は
七
周
減
緣
・
三
周
減
行
說
が
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』（
玄
奘
譯
『
大
毘
婆
沙

論
』
も
同
じ
）
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
に
考
慮
が
拂
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。『
賢
聖
義
略
問
答
』
に
關
し
て
は
櫻
部
建
「『
賢
聖
義
略

問
答
』
に
見
え
る
光
記
・
寶
疏
・
頌
疏
の
引
用
」（『
大
正
新
脩
大
藏
經 

會
員
通
信
』
第
八
三
號
、一
九
七
八
年
〔
大
正
新
脩
大
藏
經
刊
行
會
（
編

集
）『
大
正
新
脩
大
藏
經
會
員
通
信
合
本
』
大
藏
出
版
、
一
九
九
三
年
〕）
も
參
照
。

（
66
） 

圓
測
『
仁
王
經
疏
』
卷
上
末
「
言
『
四
三
二
一
品
觀
』
者
、
第
八
四
行
觀
門
德
。
謂
中
忍
位
、
觀
察
上
下
八
諦
理
中
、
自
有
兩
門
。
一
者
七

周
減
緣
門
、
二
者
三
周
減
行
門
。
言
『
七
周
減
緣
門
』
者
、
最
初
具
緣
上
下
八
諦
、
卽
屬
下
忍
。
次
觀
行
者
、
始
觀
察
欲
界
苦
等
四
諦
、
乃

至
觀
上
二
界
苦
・
集
・
滅
三
諦
、
而
不
觀
道
、
卽
此
第
一
減
一
所
緣
。
如
是
更
從
欲
界
三
諦
乃
至
上
界
減
諦
、
除
欲
界
道
、
此
卽
第
二
減
二

所
緣
。
如
是
乃
至
除
上
界
苦
、
爲
第
七
減
緣
。
如
是
七
周
、
減
所
緣
諦
。
於
苦
諦
下
、
有
其
四
行
、
謂
苦
・
空
・
無
常
・
無
我
。
最
初
具
觀
、

次
四
行
中
漸
次
除
行
、
唯
留
一
行
。
如
是
名
爲
三
周
滅
（
↓
減
）
行
。
於
一
行
中
、
增
上
忍
・
世
第
一
法
・
苦
忍
・
苦
智
、
皆
一
刹
那
、
同

依
一
地
、
同
依
一
行
、
各
一
刹
那
。
今
依
忍
位
、
三
周
減
行
、
依
一
行
觀
、
故
言
『
四
三
二
一
品
觀
』
也
」（
大
正
三
三
・
三
七
三
下
）。
な
お
、

圓
測
の
傳
記
資
料
や
『
仁
王
經
疏
』
に
關
す
る
先
行
硏
究
に
つ
い
て
は
橘
川
智
昭
「
新
羅
唯
識
の
硏
究
狀
況
に
つ
い
て
」（
韓
國
留
學
生
印
度
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學
佛
敎
學
硏
究
會
『
韓
國
佛
敎
學
Ｓ
Ｅ
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｒ
』
第
八
號
、
二
○
○
○
年
）
を
參
照
。

（
67
） 
現
存
殘
卷
「
四
善
根
義
」
の
次
の
記
述
に
基
づ
き
、「
非
」
の
一
字
は
衍
字
と
み
な
す
。「
大
乘
之
中
、
煖
頂
忍
緣
無
相
性
、
世
第
一
法
緣
無

生
性
（
大
乘
で
は
、
煖
・
頂
・
忍
位
に
お
い
て
は
無
相
性
を
所
緣
と
し
、
世
第
一
法
位
に
お
い
て
は
無
生
性
を
所
緣
と
す
る
）」（
Ｓ

二
七
七
・
二
○
七
行
）。

（
68
） 「
所
緣
と
す
る
」
と
理
解
し
た
の
は
、
前
注
に
擧
げ
た
「
四
善
根
義
」（
Ｓ
二
七
七
・
二
○
七
行
）
の
記
述
に
基
づ
く
。

（
69
） 

な
お
、
唯
識
思
想
に
お
け
る
四
尋
思
・
四
如
實
智
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
荒
牧
典
俊
「
三
性
說
ノ
ー
ト
（
一
・
二
）」（『
東
洋
學
術
硏
究
』
第

一
五
卷
第
一
號
・
第
二
號
、
一
九
七
六
年
）、A
ram

aki N
oritoshi, “Tow

ard an U
nderstanding of the Vijñaptim

ātratā, ” W
isdom

, 

C
om

passion, and the Search for U
nderstanding: the B

uddhist Studies Legacy of G
adjin M

. N
agao, ed. by Jonathan A

. Silk, U
niversi-

ty of H
aw

ai’i Press, 2000, 
荒
牧
典
俊
「
彌
勒
論
書
に
お
け
る
『
虛
妄
分
別
』
の
起
源
に
つ
い
て
」（
大
谷
大
學
佛
敎
學
會
『
佛
敎
學
セ
ミ
ナ
ー
』

第
七
五
號
、
二
○
○
二
年
）、
高
橋
晃
一
「
四
尋
思
・
四
如
實
智
に
見
ら
れ
る
思
想
展
開

―
『
菩
薩
地
』
か
ら
『
大
乘
莊
嚴
經
論
』
を
中
心

に

―
」（
東
京
大
學
佛
敎
靑
年
會
『
佛
敎

化
硏
究
論
集
』
第
九
號
、
二
○
○
五
年
）
を
參
照
。

（
70
） 

現
存
殘
卷
「
四
善
根
義
」「
世
第
一
法
時
、
等
住
凡
夫
性
及
見
道
、
故
等
義
是
正
。
爲
使
所
〔
使
〕、
非
正
性
也
」（
Ｓ
二
七
七
・
三
三
行
）
を

參
照
。

（
71
） 

本
傳
に
は
靈
潤
の
生
卒
年
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
生
年
に
つ
い
て
は
五
八
○
年
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
傳
に
よ
れ
ば
靈
潤
は

二
十
三
歲
の
と
き
に
都
で
志
念
の
講
義
を
聽
講
し
て
い
る
が
、『
續
高
僧
傳
』
卷
十
一
・
義
解
篇
七
・
釋
志
念
傳
に
よ
れ
ば
、
志
念
が
都
で
講

義
し
た
の
は
仁
壽
二
年
（
六
○
二
）
八
月
に

帝
の
皇
后
獨
狐
氏
が
崩
御
し
た
後
、

帝
の
第
五
子
、
漢
王
諒
に
伴
わ
れ
て
都
に
や
っ
て
き

て
禪
林
寺
で
百
日
あ
ま
り
講

を
開
い
た
一
囘
き
り
な
の
で
、
靈
潤
が
聽
講
し
た
の
も
こ
の
時
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
當
時

二
十
三
歲
で
あ
っ
た
靈
潤
の
生
年
は
五
八
○
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
卒
年
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
先
行
硏
究
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、『
續
高
僧
傳
』
に
卒
年
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、道
宣
（
五
九
六
〜
六
六
七
）
の
沒
年
頃
ま
で
は
存
命
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
志
念
の
長
安
開
講
に
ま
つ
わ
る
政
治
狀
況
に
つ
い
て
、
藤
井
政
彥
「
隋
文
帝
の
諸
皇
子
と
佛
敎
」

（『
大
谷
大
學
大
學
院 

硏
究
紀
要
』
第
二
三
號
、
二
〇
〇
六
年
）
を
參
照
。
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（
72
） 

靈
潤
の
兩
重
觀
說
は
拙
稿
「
敦
煌
本
『
攝
大
乘
論
抄
』
の
原
本
（
守
屋
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
本
）
と
後
續
部
分
（
ス
タ
イ
ン
二
五
五
四
）
と
に
つ

い
て

―
翻
刻
と
硏
究

―
（
後
篇
）」（
龍
谷
大
學
佛
敎
史
硏
究
會
『
佛
敎
史
硏
究
』
第
四
六
號
、
二
○
一
○
年
）
で
も
取
り
上
げ
た
が
、

舊
稿
の
拙
譯
に
は
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
、
あ
ら
た
め
て
和
譯
を
提
示
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
73
） 『
莊
子
』
外
物
「
荃
者
所
以
在
魚
、
得
魚
而
忘
荃
。
…
…
言
者
所
以
在
意
、
得
意
而
忘
言
」
に
基
づ
く
。

（
74
） 

こ
の
「
八
處
」
の
解
釋
が
眞
諦
譯
世
親
釋
の
み
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
長
尾
雅
人
『
攝
大
乘
論 

和
譯
と
注
解
』
下
（
イ

ン
ド
古
典
叢
書
、
講
談
社
、
一
九
八
七
年
、
Ⅲ‒

四
・
注
四
）
を
參
照
。
ま
た
、
敦
煌
出
土
「
攝
論
宗
」

獻
に
み
ら
れ
る
「
八
處
」
の
注
釋

と
し
て
、『
攝
大
乘
論
義
記
』
第
七
「
論
本
云
『
由
有
三
相
練
磨
心
』、卽
爲
八
中
三
處
。『
滅
除
四
處
障
』、卽
八
中
第
四
處
。『
緣
法
義
爲
境
』、

卽
第
五
處
也
。『
無
閒
修
定
慧
』、
是
第
六
也
。『
恭
敬
定
修
（
↓
修
定
）
慧
』、
爲
第
七
處
。『
無
放
逸
修
』、
卽
第
八
處
」（
Ｓ

二
七
四
七
・
八
五
〜
八
七
行
、
大
正
八
五
・
九
九
二
上
）
を
參
照
。

（
75
） 

上
揭
拙
稿
「
敦
煌
本
『
攝
大
乘
論
抄
』
の
原
本
と
後
續
部
分
と
に
つ
い
て
（
後
篇
）」
を
參
照
。
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法
相
宗
の
禪
宗
批
判
と
眞
諦
三
藏

　
　
　

 

―
敦
煌

書
ス
タ
イ
ン
二
五
四
六
『
妙
法
蓮
華
經
玄
贊
鈔
（
擬
）』
と
『
眞
諦
沙
門
行
記
』

齋　

藤　

智　

寛

序

　

唐
五
代
の
禪

獻
に
、
眞
諦
三
藏
に
言
及
し
な
が
ら
自
說
を
述
べ
る
事
例
が
ふ
た
つ
あ
る
。『
曹
溪
大
師
別
傳
』
が
、
制
旨
寺
に

お
け
る
慧
能
の
說
法
を
眞
諦
の
預
言
に
應
ず
る
も
の
と
し）

1
（

、『
祖
堂
集
』
阿
難
章
が
眞
諦
の
「
七
事
記
」
を
引
用
し
て
結
集
の
經
緯

を
述
べ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る）

2
（

。
こ
れ
ら
は
、
禪
宗
が
積
極
的
に
眞
諦
の
權
威
を
み
と
め
て
利
用
し
、
あ
る
い
は
そ
の
說
を
信
賴
し
て

援
用
し
た
事
例
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
敦
煌

書
ス
タ
イ
ン
（
以
下
Ｓ
）
二
五
四
六
『
妙
法
蓮
華
經
玄
贊
鈔
（
擬
）』
に
引
用
さ
れ

る
『
眞
諦
沙
門
行
記
』
な
る

獻
で
は
、
眞
諦
三
藏
を
禪
宗
の
批
判
者
と
し
て
描
い
て
お
り
、
前
二
者
と
き
わ
だ
っ
た
對
照
を
な
し

て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
Ｓ
二
五
四
六
の
內
容
分
析
を
通
じ
て
法
相
宗
に
お
け
る
禪
宗
批
判
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
、
そ
の
翻

刻

を
作
成
し
て
新
た
な
眞
諦
關
連
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
東
北
大
學
附
屬
圖
書
館
の
所

藏
す
る
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
か
ら
の
紙
燒
き
を
底
本
と
し
て
用
い
る
。
末
尾
に
全
體
の
校
錄

を
揭
げ
る
の
で
、
適
宜
參
照
い
た

だ
く
と
共
に
、
こ
の
部
分
に
關
し
て
も
大
方
の
ご
叱
正
を
念
願
す
る
。
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一　

目
錄
の
記
載
と
外
形
的
考
察

　

Ｓ
二
五
四
六
は
全
九
十
七
行
の
漢

獻
で
あ
る
が
、
題
名
や
撰
者
名
は
記
さ
れ
な
い
。『
敦
煌
遺
書
總
目
索
引
』
と
同
『
新
編
』

は
「
佛
經
疏
釋
」
と
の
み
記
す
が
、
ジ
ャ
イ
ル
ズ
目
錄
は
こ
れ
を
五
六
一
二
番
と
し
て
著
錄
し
、
次
の
よ
う
に
や
や
詳
し
い
說
明
を

く
わ
え
る
。

5612. (1)* - *. (2)*C
om

m
entary* on a text of the 法

相
 D

harm
alakṣaṇa school. Left unfd. W

ith subheading: 疏
當
第
四

廿
三
紙
也

 “C
om

m
entary, part 4:  23 sheets of paper”. R

ather sm
all, neat handw

riting.  4 3/4ft.   S.2546

　

ジ
ャ
イ
ル
ズ
は
、
本

書
の
內
容
が
（
１
）「
不
明
の
殘
卷
」
と
、（
２
）「
法
相
宗

獻
へ
の
注
釋
書
殘
卷
」
と
の
二
部
分
か
ら

成
る
と
分
析
す
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
檢
討
す
る
。

字
に
つ
い
て
は
「
や
や
小
さ
く
端
正
な
筆
冩
」
と
記
す
通
り
、
整
っ

た
楷
書
で
書
か
れ
る
。
ま
た
ジ
ャ
イ
ル
ズ
が
記
錄
し
て
い
な
い
こ
と
と
し
て
、
恐
ら
く
は
淡
墨
で
引
か
れ
た
界
線
の
存
在
が
冩
眞
で

も
目
視
で
き
る
こ
と
、
本

が
端
正
な
だ
け
で
は
な
く
、
所
々
に
見
え
る

注
も
計
算
さ
れ
た
字
配
り
で
迷
い
な
く
插
入
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
狀
況
か
ら
本

書
は
草
稿
や
講
義
の
速
記
な
ど
で
は
な
く
、
す
で
に
完
成
さ
れ
た
祖
本
を
十
分

な
敬
意
を
も
っ
て
筆
寫
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
し
う
る
。
た
だ
し
後
に
見
る
よ
う
に
、
內
容
上
は
あ
る
大
部
な
作
品
の
一
段
を
摘
錄

し
た
も
の
で
あ
っ
て
完
本
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
藏
經
洞
內
に
破
棄
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
冩
本
全
體
の
長
さ
が
四

と
四
分
の
三
フ
ィ
ー
ト
（144.78cm

）
で
あ
る
こ
と
が
記
錄
さ
れ
て
い
る
が
、
冩
眞
で
は
紙
縫
の
位
置
が
わ
か
ら
な
い
た
め
、
紙
數

お
よ
び
１
紙
の
長
さ
、
１
紙
あ
た
り
の
行
數
は
不
明
で
あ
る
。
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二　

構
成
と
內
容

　

ジ
ャ
イ
ル
ズ
目
錄
は
本
冩
本
を
二
作
品
の
連
冩
と
見
る
が
、
實
際
に
は
一
作
品
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
以
下
、
全
體
を
三
つ
の

部
分
に
分
け
、
順
を
追
っ
て
內
容
を
紹
介
す
る
。
Ｓ
二
五
四
六
本

の
引
用
に
附
し
た
數
字
は
冩
本
上
の
行
數
で
あ
る
。

（
一
）『
法
華
經
』
翻
譯
の
問
題
（
第
１
行
〜
第
４
行
）

　

本
冩
本
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
。

　

依
七
朝
飜
譯
年
代
、
大
唐
三
藏
迴
駕
五
天
、
慈
恩
疏
主
制
疏
之
時
、
因
爲
「
觀
音
品
」
後
偈
中
「
音
」「
意
」
二
字
、
及
「
提

婆
品
」
龍
女
眞
化
時
閒
、
三
藏
勘
前
後
梵
夾
・
今
七
部
譯
、
一
一
添
品
。
有
七
譯
、
皆
具
譯
主
名
字
、
此
引
眞
諦
三
藏
來
時
行

記
、
證
驗
聖
敎
東
流
眞
僞
、
及
梵
僧
訛
正
言
音
、
以
此
略
明
唐
梵
（
三
國
よ
り
隋
に
至
る
七
朝
の
翻
譯
年
代
に
つ
い
て
み
る
と
、

大
唐
の
三
藏
法
師
玄
奘
が
五
天
竺
よ
り
歸
還
し
、
百
本
の
疏
主
た
る
慈
恩
寺
基
法
師
が
疏
を
制
作
さ
れ
た
時）

3
（

、
觀
音
品
後
半
の

偈
中
に
お
け
る
「
音
」「
意
」
二
字
の
優
劣
、
お
よ
び
提
婆
品
で
龍
王
の
娘
が
佛
身
を
成
す
一
段
の
場
所
に
つ
い
て
、
玄
奘
三

藏
が
新
舊
の
梵
本
と
現
行
の
七
譯
と
を
調
べ
て
み
る
と
、
み
な
觀
音
品
偈
と
提
婆
品
と
を
付
加
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
七
譯
は
み

な
譯
者
の
名
前
を
傳
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
眞
諦
三
藏
が
西
來
し
た
際
の
旅
行
記
を
引
い
て
、
佛
敎
東
傳
に
お
け
る
敎
え
に

眞
僞
の
別
が
あ
り
、
イ
ン
ド
僧
の
傳
え
た
梵
語
に
正
訛
の
別
が
あ
る
こ
と
を
證
明
し
、
漢
梵
の
翻
譯
に
存
す
る
問
題
を
あ
ら
ま

し
明
ら
か
に
し
よ
う
）。（
１
〜
４
）

　

ま
ず
、「
大
唐
三
藏
」
と
「
慈
恩
疏
主
」
が
そ
れ
ぞ
れ
玄
奘
（
六
〇
二
〜
六
六
四
）
と
慈
恩
寺
基
（
六
三
二
〜
六
八
二
）
を
指
す

こ
と
は
閒
違
い
な
い
。
す
る
と
續
く
「
觀
音
品
」
と
「
提
婆
品
」
へ
の
言
及
は
、
基
法
師
の
『
妙
法
蓮
華
經
玄
贊
』
を
背
景
に
し
て
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い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。『
法
華
玄
贊
』
卷
一
本
「
第
四
顯
經
品
廢
立
」
で
は
、
觀
世
音
菩
薩
普
門
品
の
偈
が
後
人
の

付
加
で
は
な
い
か
と
の
疑
惑
に
觸
れ
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

昔
亦
致
惑
、
曾
問
先
師
「
慈
音
妙
大
雲
」
義
。
大
師
勘
梵
本
、
既
具
此
頌
、
正
云
「
梅
怛
剌
耶
末
那
」、
應
言
「
慈
意
」、
非

「
慈
音
」
也
（
む
か
し
私
も
疑
惑
を
持
ち
、
先
師
玄
奘
に
「
慈
音
妙
大
雲
」
に
關
す
る
問
題
を
質
問
し
た
こ
と
が
あ
る
。
大
師

が
梵
本
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
も
と
よ
り
こ
の
偈
頌
を
備
え
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
梅
怛
剌
耶
末
那
」
と
あ
っ
た
か
ら
、「
慈
意
」

と
す
る
べ
き
で
あ
っ
て
「
慈
音
」
で
は
な
い
の
で
あ
る）

4
（

）。（
大
正
三
四
・
六
六
〇
上
）。

　

Ｓ
二
五
四
六
の
言
う
、「〈
觀
音
品
〉
の
後
偈
中
の
「
音
」「
意
」
二
字
」
に
つ
い
て
「
三
藏 

前
後
の
梵
夾
を
勘
す
」
と
は
、
こ
れ

に
當
た
る
だ
ろ
う
。
次
に
提
婆
品
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
『
法
華
玄
贊
』
卷
一
本
「
第
四
顯
經
品
廢
立
」
に
議
論
が
あ
る
。

　

第
四
顯
經
品
廢
立
者
、案
此
經
根
本
、秦
姚
興
時
、鳩
摩
羅
什
所
翻
二
十
七
品
、無
提
婆
逹
多
品
。
沙
門
道
慧
『
宋
齊
錄
』
云
、

「
上
定
林
寺
釋
法
獻
、
於
于

國
得
此
經
梵
本
、
有
此
一
品
。
瓦
官
寺
沙
門
法
意
、
以
齊
永
明
八
年
十
二
月
譯
出
此
品
、
猶
未

安
置
『
法
華
經
』
內
」（
第
四
に
經
品
の
有
無
を
顯
か
に
す
る
と
は
、こ
の
經
の
初
譯
を
考
え
て
み
る
と
、後
秦
姚
興
の
時
代
に
、

鳩
摩
羅
什
が
翻
譯
し
た
二
十
七
品
に
は
提
婆
逹
多
品
が
な
か
っ
た
。
沙
門
道
慧
の
『
宋
齊
錄
』
に
は
、「
上
定
林
寺
の
釋
法
獻
が
、

于

國
に
お
い
て
『
法
華
經
』
の
梵
本
を
入
手
し
た
が
、
そ
れ
は
提
婆
品
を
含
ん
で
い
た
。
瓦
官
寺
の
沙
門
法
意
が
、
南
齊
永

明
八
年
〔
四
九
〇
〕
十
二
月
に
こ
の
提
婆
品
を
譯
出
し
た
が
、
い
ま
だ
『
法
華
經
』
の
內
に
は
編
入
し
な
か
っ
た
」
と
言
う
）。

（
大
正
三
四
・
六
五
九
上
）

　
『
玄
贊
』
は
、
本
來
の
羅
什
譯
『
妙
法
蓮
華
經
』
に
は
提
婆
逹
多
品
が
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
羅

什
が
依
っ
た
梵
本
の
誤
脫
に
歸
し
、「
但
知
梵
本
有
之
、
而
什
公
本
闕
、
隨
本
翻
譯
、
故
無
此
品
。
既
非
以
東
西
判
定
、
亦
不
可
義

越
刪
之
。
但
是
什
公
梵
本
差
脫
、
邊
國
訛
鄙
多
脫
錯
故
（
梵
本
に
は
も
と
も
と
提
婆
品
が
有
っ
た
の
だ
が
、
羅
什
師
の
手
元
の
テ
ク

ス
ト
に
は
缺
け
て
お
り
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
に
從
っ
て
翻
譯
し
た
た
め
に
、
こ
の
品
が
な
い
の
で
あ
る
。
地
方
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
の
差
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異
で
も
な
け
れ
ば
、
經
典
の
意
味
を
汲
ん
で
み
だ
り
に
削
除
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
羅
什
師
の
梵
本
の
誤
脫
で
あ
っ

て
、
邊
境
の
國
で
は
誤
傳
が
あ
り
が
ち
で
、
脫
漏
が
多
い
か
ら
な
の
で
あ
る
）」（
大
正
三
四
・
六
五
九
中
）
と
言
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
く
れ
ば
、觀
音
品
と
提
婆
品
に
つ
い
て
玄
奘
が
梵
本
を
檢
證
し
た
と
い
う
Ｓ
二
五
四
六
の
記
述
は
、上
で
見
た
『
玄

贊
』
の
記
事
を
槪
括
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
冩
本
は
『
玄
贊
』
の
複
注
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
拙
稿
で
は
本

獻
に
『
妙
法
蓮
華
經
玄
贊
鈔
』
の
擬
題
を
提
案
し
、
以
下
の
論
述
で
は
こ
の
名
を
使
用
す
る
こ
と
と
す
る）

5
（

。

　

さ
て
『
玄
贊
』
に
よ
れ
ば
、
異
譯
閒
に
お
け
る
品
數
や
經

の
異
同
は
譯
者
の
も
と
づ
い
た
梵
本
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ど
の

形
態
が
正
し
い
の
か
は
梵
本
の
う
ち
信
賴
で
き
る
テ
ク
ス
ト
を
調
査
す
れ
ば
片
が
付
く
の
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
翻
譯
の
不

備
は
翻
譯
者
の
佛
敎
理
解
や
人
格
に
は
か
か
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。『
玄
贊
鈔
』
の
言
う
「
梵
僧
の
訛
正
の
言
音
」
と
は
、
こ
の
こ

と
を
指
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
『
玄
贊
鈔
』
に
お
い
て
「
唐
」
と
「
梵
」
の
閒
に
生
じ
う
る
問
題
は
單
純
に
言
語
や

獻
の
次

元
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
來
華
僧
が
「
東
流
」
せ
し
め
た
「
聖
敎
」
の
「
眞
僞
」
も
ま
た
勘
驗
の
對
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

四
行
目
以
降
に
續
く
眞
諦
傳
の
引
用
は
、『
玄
贊
』
に
對
す
る
か
か
る
讀
み
こ
み
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

（
二
）
眞
諦
三
藏
傳
（
第
４
行
〜
第
３
４
行
）

　
『
玄
贊
鈔
』
が
引
く
第
一
の
書
證
は
、『
梁
史
內
傳
』
で
あ
る
。

　
『
梁
史
內
傳
』
云
、「
梁
末
有
天
竺
優
禪
尼
國
沙
門
拘
那
羅
陀
、
此
云
衆
依
」。
此
是
舊
梵
語
、
此
稍
訛
也
。
緣
國
是
天
竺
東

印
度
之
言
音
也
（『
梁
史
內
傳
』
に
言
う
、「
梁
末
に
天
竺
優
禪
尼
國
の
沙
門
拘
那
羅
陀
、
漢
語
で
衆
依
と
言
う
者
が
い
た
」
と
。

こ
れ
は
古
い
時
代
の
梵
語
で
あ
り
、
あ
ま
り
正
し
く
は
な
い
。
天
竺
の
東
印
度
の
言
葉
だ
か
ら
で
あ
る
）（
４
〜
６
）

　

こ
こ
で
は
、
眞
諦
三
藏
の
別
名
で
あ
る
「
拘
那
羅
陀
」、
漢
語
で
は
「
衆
依
」
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
る
。『
玄
贊
』
が
こ
の
別
名
に
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言
及
す
る
の
は
、
以
下
の
箇
所
で
あ
る
。

　

至
梁
末
、
有
西
天
竺
優
禪
尼
國
沙
門
拘
羅
那
陀
、
此
云
家
依
、
亦
云
婆
羅
末
陀
、
此
云
眞
諦
、
又
翻
此
品
、
始
安
見
寶
塔
後
。

復
有
燉
煌
沙
門
竺
法
護
、
於
晉
武
之
世
譯
『
正
法
華
』、
其
提
婆
逹
多
品
亦
安
在
見
寶
塔
品
後
（
梁
末
に
至
っ
て
、
西
天
竺
優

禪
尼
國
の
沙
門
拘
羅
那
陀
、
漢
語
で
家
依
、
ま
た
の
名
を
婆
羅
末
陀
、
漢
語
で
眞
諦
と
い
う
人
物
が
、
ふ
た
た
び
こ
の
品
を
翻

譯
し
、
初
め
て
見
寶
塔
品
の
後
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
敦
煌
の
沙
門
竺
法
護
は
、
西
晉
武
帝
の
世
〔
二
六
六
〜
二
九
〇
〕

に
『
正
法
華
經
』
を
翻
譯
し
た
が
、〔
今
で
は
？
〕
そ
の
提
婆
逹
多
品
も
や
は
り
見
寶
塔
品
の
後
に
置
か
れ
て
い
る
）。（
大
正

三
四
・
六
五
九
上
）

　
『
玄
贊
』
の
「
拘
羅
那
陀
」
が
『
玄
贊
鈔
』
で
「
拘
那
羅
陀
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
音
韻
交
替
に
よ
る
混
亂）

6
（

、「
家
依
」
が
「
衆
依
」

と
な
っ
て
い
る
の
は
字
形
の
類
似
に
よ
る
誤
り
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
こ
こ
で
慈
恩
寺
基
が
論
じ
て
い
る
の
は
提
婆
逹
多
品
を
は
じ
め

て
見
寶
塔
品
の
後
に
置
い
た
の
は
眞
諦
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、彼
の
梵
名
に
關
心
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
『
玄
贊
鈔
』

が
特
に
眞
諦
に
つ
い
て
解
說
を
加
え
る
の
は
、『
玄
贊
』
の
言
及
す
る
眞
諦
三
藏
の
傳
記
を
く
わ
し
く
紹
介
し
な
が
ら
、
梵

に
お

け
る
テ
ク
ス
ト
問
題
や
方
言
の
存
在
に
つ
い
て
例
示
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。『
玄
贊
鈔
』
は
、「
拘
那
羅
陀
」

と
は
東
印
度
國
の
言
語
で
や
や
古
風
な
梵
語
な
の
だ
と
い
う
。
お
そ
ら
く
、「
眞
諦
」
と
い
う
意
味
の
「
婆
羅
末
陀
」
が
雅
正
な
原

名
で
あ
っ
て
、「
拘
那
羅
陀
」
は
眞
諦
の
出
身
地
た
る
西
天
竺
と
は
逆
方
向
に
位
置
す
る
東
印
度
で
の
呼
び
名
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、「
梵
僧
の
訛
正
の
言
音
」
の
具
體
例
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
梁
史
內
傳
』
な
る
書
物
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
り
、『
隋
書
』
經
籍
志
、『
舊
唐
書
』
經
籍
志
お
よ
び
『
新
唐
書
』
藝

志
に
も

ひ
と
し
く
著
錄
さ
れ
な
い
。
た
だ
內
容
は
『
玄
贊
』
お
よ
び
『
續
高
僧
傳
』
拘
那
羅
陀
傳
に
一
致
し
て
お
り
、「
拘
羅
那
陀
」
と
「
拘

那
羅
陀
」
の
轉
訛
、「
家
依
」
を
「
衆
依
」
と
す
る
誤
り
も
『
玄
贊
』
と
の
矛
盾
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。『
玄
贊
鈔
』
の
獨
自
性
が

發
揮
さ
れ
る
の
は
、
續
く
『
眞
諦
沙
門
行
記
』
を
根
據
と
す
る
部
分
で
あ
る
。
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『
玄
贊
鈔
』
は
『
眞
諦
沙
門
行
記
』
に
も
と
づ
く
と
し
て
、東
印
度
か
ら
優
禪
尼
國
へ
と
天
竺
を
旅
し
て
い
た
眞
諦
が
五
臺
山
と
「
祖

塔
」
を
巡
禮
す
る
た
め
支
那
國
に
向
か
う
菩
提
逹
磨
と
出
會
い
、
か
れ
に
漢
土
の
地
理
を
敎
え
た
と
述
べ
る
（
６
〜
１
３
）。
そ
し

て
逹
磨
と
別
れ
た
眞
諦
は
、
那
爛
陀
寺
で
修
學
し
た
の
だ
と
い
う
。

　
『
傳
記
』
又
云
、「
來
去
一
十
三
年
、
始
却
東
來
、
今
依
八
年
、
復
於
中
印
度
那
爛
陀
寺
學
五
明
論
、
兼
『
瑜
伽
』
及
『
法
花

經
』
梵
本
、
便
欲
却
迴
東
印
度
國）

7
（

。
彼
寺
中
有
上
座
苾
蒭
、
知
眞
諦
歸
國
、
上
座
遂
問
眞
諦
、〈
阿
闍
梨
入
此
國
來
時
、
逢
苾

蒭
否
〉。
答
言
、〈
曾
逢
〉。
又
問
、〈
有
何
請
益
〉。
眞
諦
答
上
座
曰
、〈
彼
曾
問
我
支
那
國
去
地
里
多
少
、
我
遂
一
一
〔
爲
？
〕

他
指
說
〉。
上
座
聞
、
不
免
傷
嘆
、〈
苦
哉
苦
哉
〉、〔
謂
〕
眞
諦
曰
、〈
爾
不
應
知
。
此
非
淨
沙
門
、
此
非
是
菩
薩
。
逹
磨
是
此

中
天
衆
內
不
祥
之
人
也
。
在
此
衆
中
、
以
非
言
是
、
以
是
言
非
、
惑
亂
禪
那
、
狐
心
外
見
。
苦
哉
東
度
。
薄
福
蒼
生
、
遭
彼
罪

人
。
毀
滅
正
法
、
此
閒
擯
嘿
、
耻
衆
逃
形
、
因
稱
巡
禮
〉。
上
座
又
吿
眞
諦
、〈
師
可
速
入
支
那
弘
流
、
莫
使
罪
人
損
壞
善
種
〉

…
…
（『
傳
記
』
は
ま
た
言
う
、「
往
來
す
る
こ
と
十
三
年
、
東
へ
戾
り
、
今
度
は
八
年
閒
、
中
印
度
の
那
爛
陀
寺
に
て
五
種
の

基
礎
學
に
つ
い
て
の
典
籍
、
お
よ
び
『
瑜
伽
師
地
論
』
と
『
法
華
經
』
の
梵
本
を
學
び
、
東
印
度
國
へ
歸
ろ
う
と
し
た
。
那
爛

陀
寺
に
は
あ
る
上
座
の
比
丘
が
い
て
、
眞
諦
の
歸
國
を
知
る
と
、
彼
に
問
う
た
〈
あ
な
た
が
こ
の
國
に
や
っ
て
來
た
時
、
僧
に

逢
わ
な
か
っ
た
か
な
〉。
答
え
る
、〈
逢
い
ま
し
た
〉。
問
〈
ど
ん
な
質
問
が
あ
っ
た
か
〉。
眞
諦
は
上
座
に
答
え
て
言
っ
た
、〈
彼

は
私
に
支
那
國
へ
の
路
程
を
訊
き
、
私
は
細
か
に
お
敎
え
し
ま
し
た
〉。
上
座
は
そ
れ
を
訊
き
、
お
も
わ
ず
〈
あ
あ
、
や
り
き

れ
な
い
！
〉
と
悲
嘆
の
聲
を
擧
げ
る
と
、
眞
諦
に
言
っ
た
、〈
君
は
知
ら
な
い
で
は
濟
ま
さ
れ
な
い
。
彼
は
淨
行
の
沙
門
で
は

な
く
、
菩
薩
で
は
な
い
。
逹
磨
と
は
、
こ
こ
中
天
竺
の
敎
團
內
に
お
け
る
疫
病
神
な
の
だ
。
わ
が
敎
團
の
中
で
、
非
を
是
と
言

い
、
是
を
非
と
言
い
、
禪
定
を
か
き
亂
し
、
邪
な
心
は
外
に
現
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
東
の
國
へ
行
く
と
は
や
り
き
れ
ん
。
幸

薄
い
民
草
が
、あ
の
罪
人
に
遭
う
と
は
。
彼
は
正
し
い
佛
法
を
臺
な
し
に
し
て
、こ
の
土
地
で
は
口
を
閉
ざ
し
て
し
ま
い
、人
々

に
耻
じ
て
姿
を
隱
し
、
か
く
て
巡
禮
を
自
稱
し
た
の
だ
〉。
上
座
は
さ
ら
に
眞
諦
に
吿
げ
る
、〈
師
は
す
み
や
か
に
支
那
へ
入
國
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し
て
正
法
を
廣
め
、
か
の
罪
人
に
善
な
る
種
子
を
破
壞
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
べ
き
で
あ
る
〉）。（
１
３
〜
２
２
）

『
傳
記
』
と
は
「（
梁
史
內
）
傳
と
（
沙
門
行
）
記
」
の
意
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
ひ
と
ま
ず
『
眞
諦
沙
門
行
記
』
の
こ
と
と
見
な

し
て
お
く
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
玄
贊
鈔
』
は
原

を
適
宜
編
集
し
な
が
ら
引
用
し
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。『
傳
記
』
な
る

書
物
の
原

が
確
認
で
き
な
い
の
で
斷
言
は
で
き
な
い
が
、
た
と
え
ば
那
爛
陀
寺
で
の
修
學
內
容
に
『
法
花
經
』
を
擧
げ
る
の
は
、

眞
諦
に
よ
る
『
法
華
經
』
翻
譯
の
證
據
と
す
る
た
め
の
作
爲
と
も
見
な
し
う
る
。
眞
諦
が
『
法
華
經
』
を
翻
譯
し
た
こ
と
は
『
續
高

僧
傳
』
や
各
種
經
錄
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
た
め
、『
玄
贊
鈔
』
と
し
て
は
提
婆
品
の
翻
譯
者
に
眞
諦
を
數
え
る
『
玄
贊
』
の
說
を

何
ら
か
の
形
で
補
强
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る）

8
（

。

　

上
座
に
よ
れ
ば
、
菩
提
逹
磨
と
は
白
を
黑
と
言
い
く
る
め
る
出
鱈
目
と
天
邪
鬼
ぶ
り
で
中
天
竺
を
放
逐
さ
れ
、
や
む
な
く
五
臺
山

巡
禮
を
よ
そ
お
っ
て
漢
土
へ
向
か
っ
た
、
ほ
と
ん
ど
山
師
ば
り
の
い
ん
ち
き
坊
主
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
眞
諦
は
、
逹
磨
の
邪
說

か
ら
不
幸
な
人
々
を
守
る
た
め
に
漢
土
へ
赴
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
漢
地
へ
た
ど
り
著
い
た
眞
諦
の
事
跡
は
ど
う
か
。

　

眞
諦
辭
其
中
國
、
便
乃
東
行
、
經
數
年
、
至
五
峰
山
下
。
忽
見
一
隊
行
李
、
異
常
神
鬼
三
十
餘
人
、
歌
樂
幡
花
、
又
有
王
子

騎
馬
、
身
服
錦
裳
。
眞
諦
忽
逢
驚
訝
、
迴
避
山
門
、
良
久
有
一
老
人
、
山
中
出
來
。
見
而
問
曰
、〈
此
是
何
人
行
李
〉。
老
人
答

曰
、〈
師
不
應
知
。
適
來
過
者
、
是
多
聞
護
世
之
行
李
〉。
三
藏
又
問
老
人
、〈
汝
是
何
處
人
〉。
答
曰
、〈
我
是
五
峰
山
神
、
適

來
天
王
、
令
我
見
師
、
有
是
諮
報
。
請
三
藏
速
行
。
緣
支
那
主
將
沒
、
恐
无
人
飜
譯
正
法
、
有
妖
人
、
自
稱
得
法
、
已
壞
金
言
、

惑
亂
賢
聖
、
衆
生
顚
墜
、
聖
道
永
虧
、
正
邪
不
辯
、
天
王
憂
衞
、
特
現
姿
容
、
願
師
與

早
至
梁
國
〉。
言
訖
、
老
人
沒
。
三

藏
思
寢

然
、
天
王
暗
使
鬼
神
持
開
五
百
里
高
山
路
（
眞
諦
は
中
印
度
國
を
辭
去
す
る
と
東
に
向
か
い
、
數
年
を
經
て
、
五
臺

山
麓
ま
で
や
っ
て
來
た
。
す
る
と
た
ち
ま
ち
、
三
十
人
餘
り
の
不
思
議
な
鬼
神
が
、
歌
や
音
樂
を
奏
で
、
の
ぼ
り
を
立
て
花
を

撒
い
て
お
り
、
ま
た
王
子
が
馬
に
乘
り
、
身
に
は
錦
の
裳
を
は
い
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
一
行
を
見
た
。
眞
諦
は
彼
ら
の
急
な

出
現
に
お
ど
ろ
き
、
山
門
の
と
こ
ろ
に
身
を
避
け
て
い
る
と
、
し
ば
ら
く
し
て
一
人
の
老
人
が
山
の
中
か
ら
出
て
來
た
。
眞
諦
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は
老
人
を
見
る
と
質
問
し
た
〈
こ
れ
は
ど
な
た
の
一
行
で
す
か
〉。
老
人
は
答
え
て
言
う
、〈
師
が
ご
存
じ
な
い
は
ず
は
あ
り
ま

せ
ん
。
先
ほ
ど
通
り
過
ぎ
た
の
は
、
多
聞
天
が
世
閒
を
巡
視
す
る
一
行
で
す
〉。
三
藏
は
ま
た
老
人
に
問
う
、〈
あ
な
た
は
ど
ち

ら
の
方
で
し
ょ
う
か
〉。
答
〈
私
は
五
臺
山
の
神
で
す
。
先
ほ
ど
の
多
聞
天
王
が
、
私
を
師
に
ま
み
え
さ
せ
、
傳
言
を
つ
た
え

さ
せ
た
の
で
す
。
ど
う
か
三
藏
樣
は
す
み
や
か
に
出
立
さ
れ
ま
す
よ
う
。
と
申
し
ま
す
の
は
、支
那
の
國
主
は
崩
御
が
ち
か
く
、

正
し
い
佛
法
を
翻
譯
す
る
人
物
が
い
な
い
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
怪
し
げ
な
者
が
い
て
、
自
ら
法
を
得
た
と
稱
し
、

佛
陀
の
金
言
を
破
壞
し
、
賢
聖
を
惑
わ
せ
て
お
り
、
衆
生
は
墮
落
し
、
佛
道
は
永
遠
に
う
し
な
わ
れ
、
正
邪
が
見
分
け
ら
れ
な

く
な
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
天
王
は
憂
え
て
こ
の
國
の
衆
生
を
守
ろ
う
と
し
、
特
に
姿
を
現
し
た
の
で
す
。
願
わ
く
は
師

よ
、
早
く
梁
國
へ
到
著
さ
れ
ま
す
よ
う
〉。
言
い
終
え
る
と
、
老
人
の
姿
は
見
え
な
く
な
っ
た
。
三
藏
は
茫
然
と
し
て
い
た
が
、

天
王
は
ひ
そ
か
に
鬼
神
に
命
じ
て
、
五
百
里
に
わ
た
っ
て
高
山
の
道
を
助
け
開
か
せ
た
）。（
２
２
〜
３
０
）

　
「
五
峰
山
」
は
、
五
臺
山
の
こ
と）

9
（

。「
異
常
な
る
神
鬼
三
十
餘
人
」
か
ら
成
る
「
多
聞 

世
を
護
る
の
行
李
」
と
は
、『
四
天
王
經
』

や
『
妙
法
蓮
華
經
馬
鳴
菩
薩
品
』
に
お
い
て
、
每
月
三
十
日
に
は
「
日
月
五
星
二
十
八
宿
」
を
伴
っ
た
四
天
王
が
下
界
に
降
り
て
衆

生
の
行
い
を
巡
檢
す
る
と
い
う
說
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
か）

10
（

。『
華
巖
經
』
に
お
い
て
淸
凉
山
す
な
わ
ち
五
臺
山
の
方
角
は
「
東

北
方
」
だ
が）

11
（

、『
玄
贊
鈔
』
の
地
理
感
覺
で
は
そ
こ
は
北
方
多
聞
天
の
管
轄
な
の
で
あ
ろ
う
。
眞
諦
が
ま
ず
五
臺
山
に
詣
で
た
の
は
、

菩
提
逹
磨
が
か
つ
て
そ
こ
へ
の
道
を
尋
ね
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
１
０
〜
１
１
）。
彼
は
山
麓
で
多
聞
天
の
一
行
を
見
、
さ

ら
に
多
聞
天
の
意
を
受
け
た
山
神
か
ら
、
梁
國
で
活
動
し
て
い
る
「
妖
人
」
に
對
抗
し
て
正
し
い
敎
え
を
廣
め
る
こ
と
を
懇
請
さ
れ

る
。
こ
の
「
妖
人
」
と
は
も
ち
ろ
ん
逹
磨
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
ド
那
爛
陀
寺
の
上
座
の
み
な
ら
ず
、
天
界
の
四
天
王
や
漢
土
の

山
神
に
ま
で
警
戒
さ
れ
排
斥
さ
れ
る
の
が
、『
眞
諦
沙
門
行
記
』
の
描
く
逹
磨
な
の
で
あ
る
。

　

眞
諦
は
、
つ
い
に
梁
に
到
逹
し
て
逹
磨
の
活
動
を
目
の
當
た
り
に
す
る
。

　

眞
諦
至
梁
朝
已
、
見
逹
磨
於
武
帝
妖
語
流
行
、
卽
心
傳
心
、
惑
亂
梁
主
。
三
藏
雖
到
、
尙
未
明
言
、
无
賴
罪
人
障
礙
翻
譯
、
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遂
將
蹤
跡
、
一
一
奏
聞
。
梁
主
細
知
、
逓
過
江
北
、
又
魏
國
逢
著
菩
提
留
支
、
被
具
述
謬
僞
。
南
北
不
容
言
、
入
嵩
山
少
林
寺
、

慚
耻
山
閒
（
眞
諦
が
梁
朝
に
辿
り
つ
い
て
み
る
と
、
逹
磨
は
武
帝
の
と
こ
ろ
で
怪
し
げ
な
言
葉
を
流
行
さ
せ
、
心
に
卽
し
て
心

を
傳
え
る
な
ど
と
言
い
、
梁
の
國
主
を
惑
わ
せ
て
い
た
。
三
藏
は
到
著
し
て
は
み
た
も
の
の
、
ま
だ
正
し
い
法
を
明
言
し
な
い

う
ち
に
、
ご
ろ
つ
き
ど
も
が
翻
譯
事
業
を
妨

し
た
の
で
、
そ
の
行
爲
の
い
ち
い
ち
を
上
奏
し
た
。
梁
主
は
逹
磨
の
こ
と
を
く

わ
し
く
知
る
と
、
江
北
に
追
い
出
し
た
が
、
逹
磨
は
魏
國
で
は
さ
ら
に
菩
提
留
支
に
出
逢
っ
て
、
そ
の
僞
妄
を
つ
ぶ
さ
に
指
摘

さ
れ
た
。
南
方
で
も
北
方
で
も
言
說
が
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
嵩
山
少
林
寺
に
入
っ
て
、
山
中
に
耻
を
抱
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で

あ
る
）。（
３
０
〜
３
３
）

　

眞
諦
の
翻
譯
を
妨

し
た
と
い
う
「
无
賴
の
罪
人
」
と
逹
磨
の
關
係
は
明
言
さ
れ
な
い
が
、

脈
か
ら
言
え
ば
逹
磨
の
一
味
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
禪
宗
に
お
け
る
菩
提
逹
磨
傳
で
は
、
梁
武
帝
の
無
理
解
が
逹
磨
を
江
北
へ
追
い
や
っ
た
の
だ
と
さ
れ
る）

12
（

。

し
か
し
『
眞
諦
沙
門
行
記
』
は
、
そ
れ
を
邪
惡
な
言
說
や
卑
劣
な
ふ
る
ま
い
が
排
斥
さ
れ
た
結
果
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
逹

磨
が
あ
ら
ゆ
る
土
地
で
招
か
れ
ざ
る
客
で
あ
っ
た
と
の
事
實
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
る
禪
宗
批
判
で
あ
る
。『
沙
門
行
記
』（「
傳
記
」）

に
も
と
づ
く
引
用
は
、
こ
こ
ま
で
で
あ
ろ
う
。
菩
提
逹
磨
と
同
時
代
人
で
、
か
つ
唯
識
說
の
宣
敎
者
で
あ
っ
た
眞
諦
は
、
唯
識
家
が

禪
宗
批
判
を
假
託
す
る
の
に
誠
に
好
都
合
な
存
在
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

　

次
に
『
玄
贊
鈔
』
は
、
各
種
佛
敎
史
書
に
載
せ
ら
れ
た
相
承
系
譜
を
檢
討
し
、「『
付
法
藏
傳
』
及
『
法
住
記
』『
漢
法
內
傳
』『
萬

部
四
緣
結
集
錄
記
』『
五
師
傳
敎
次
第
』、
竝
无
逹
磨
之
名
、
實
非
聖
德
、
竝
不
可
依
也
（『
付
法
藏
傳
』
お
よ
び
『
法
住
記
』『
漢
法

內
傳
』『
萬
部
四
緣
結
集
錄
記
』『
五
師
傳
敎
次
第
』竝
に
逹
磨
の
名 
無
く
、實
に
聖
德
に
非
ず
、竝
に
依
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
）」（
３
４
）

と
斷
ず
る
。

　

こ
の
う
ち
『
付
法
藏
傳
』
は
、摩
訶
迦
葉
よ
り
師
子
比
丘
に
至
る
二
十
四
祖
の
相
承
を
述
べ
る
『
付
法
藏
因
緣
傳
』（『
付
法
藏
經
』

と
も
）
で
あ
ろ
う
。『
法
住
記
』
と
は
、
玄
奘
譯
『
大
阿
羅
漢
難
陀
蜜
多
羅
法
住
記
』
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。『
玄
贊
鈔
』
は
、
系
譜
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上
の
非
正
統
性
か
ら
も
逹
磨
を
非
難
す
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
中
觀
派
と
禪
宗
へ
の
批
判
（
第
３
４
行
〜
第
９
７
行
）

　

第
三
十
四
行
以
降
は
、「
唯
識
論
」（『
成
唯
識
論
』）「
慈
恩
釋
」（『
成
唯
識
論
述
記
』）「
唯
識
頌
」（『
唯
識
三
十
論
頌
』
ま
た
は
『
成

唯
識
論
』
所
引
の
そ
れ
）「
解
深
密
經
」
と
い
っ
た
經
論
の
豐
富
な
引
用
か
ら
な
り
、
そ
れ
以
前
と
は
調
子
を
異
に
す
る
よ
う
に
も

み
え
る
。
本
冩
本
の
前
半
と
後
半
は
い
か
な
る
關
係
に
あ
る
の
か
、
ま
ず
は
舊
說
の
檢
討
か
ら
は
じ
め
た
い
。

　

ジ
ャ
イ
ル
ズ
目
錄
は
前
述
の
よ
う
に
第
四
十
七
行
冒
頭
の
「
疏
當
第
四
廿
三
紙
也
」
を
首
題
と
捉
え
、
こ
の
前
後
は
別
作
品
で
あ

る
と
判
斷
す
る
。
し
か
し
、
法
相
關
係
の
經
論
の
引
用
は
第
三
十
四
行
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
第
四
十
七
行
を
一
作
品

の
冒
頭
と
考
え
る
の
は
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
直
前
の
第
四
十
三
行
か
ら
第
四
十
六
行
を
確
認
し
て
み
る
と
、
第
四
十
三

行
に
「
又
第
三
論
云
」
と
あ
っ
て
、
續
く
引
用

は
『
成
唯
識
論
』
卷
第
三
の
一
部
に
一
致
し
、
つ
い
で
第
四
十
四
行
に
「
慈
恩
云
」

と
し
て
、
當
該
部
分
を
解
釋
す
る
『
成
唯
識
論
述
記
』
卷
第
四
本
（
大
正
四
三
・
三
五
九
上
）
の

を
引
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

第
四
十
七
行
の
「
疏
、
當
第
四
・
廿
三
紙
也
」
の
「
疏
」
と
は
『
述
記
』、「
第
四
」
と
は
卷
第
四
の
意
で
あ
っ
て
、
直
前
の
引
用
が

『
述
記
』
の

章
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
卷
第
四
第
二
十
三
紙
に
見
え
る
こ
と
を
記
し
た
一
句
な
の
で
あ
る
。

　

本
冩
本
に
は
他
の
個
所
に
も
、
引

の
出
所
を
示
す
記
述
が
も
う
二
か
所
あ
る
。
ひ
と
つ
は
第
五
十
八
〜
五
十
九
行

注
「
第
四

疏
手
二
品
也
」
で
あ
り
、「
手
二
品
」
の
意
が
不
明
だ
が
、
こ
れ
ま
た
直
前
の

が
『
述
記
』
卷
第
四
本
（
大
正
四
三
・
三
五
九
上
中
）

で
あ
る
こ
と
を
示
す
注
で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
第
九
十
七
行
目

注
「
已
上
是
疏

也
」
で
、
直
前
の
第
九
十
四
行
「
慈
恩
釋
云

心
上
變
如
」
か
ら
第
九
十
七
行
「
卽
能
入
眞
」
に
至
る

は
『
述
記
』
卷
第
九
末
（
大
正
四
三
・
五
六
六
下
〜
五
六
七
上
）
の
引
用

で
あ
る
か
ら
、
引
用
始
ま
り
の
「
慈
恩
釋
云
」
に
呼
應
し
て
、
引
用
の
終
わ
り
を
示
す
注
と
お
も
わ
れ
る
。
第
四
十
七
行
「
疏
、
當
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第
四
・
廿
三
紙
也
」
も
、
元
は
細
字

注
で
あ
っ
た
も
の
が
筆
寫
の
際
に
あ
や
ま
っ
て
大
字
本

に
記
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

以
上
、
第
四
十
七
行
の
前
後
で
區
切
る
こ
と
の
不
適
切
な
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
第
三
十
四
行
と
そ
れ
以
前
と
の
關
連
性

が
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
經
論
の
引
用
の
閒
に
插
入
さ
れ
た
三
か
所
の
「
解
」
が
手
掛
か
り
と

な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
「
解
」
こ
そ
が
、
作
者
の
引
用
意
圖
を
解
說
す
る

章
と
お
も
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
、
一
つ
目
の
「
解
」。

　

解
云
、
如
上
淸
辯
等
撥
无
染
淨
因
果
、
亦
成
邪
見
、
則
同
外
道
也
（
解
釋
し
て
言
う
、
上
に
引
い
た
、
染
な
る
因
果
と
淨
な

る
因
果
を
無
み
す
る
淸
辯
ら
の
說
は
、
こ
れ
ま
た
邪
惡
な
見
解
で
あ
っ
て
、
外
道
と
同
じ
で
あ
る
）。（
５
９
）

　
『
成
唯
識
論
』
や
『
述
記
』
を
引
く
目
的
が
、
中
觀
派
の
淸
辯
ら
の
說
を
批
判
的
に
紹
介
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
が
ま
ず
は
了
解

さ
れ
る
。
本

獻
は
淸
辯
說
を
、
苦
し
み
と
い
う
汚
染
や
苦
し
み
を
滅
す
る
道
と
い
う
淸
淨
と
い
っ
た
因
果
の
道
理
を
空
無
と
み
な

す
邪
說
と
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
二
つ
目
の
「
解
」
を
檢
討
し
た
い
。

　

解
云
、
頌
云
「
密
意
」
者
、
世
尊
密
意
。
爲
破
愚
夫
執
離
心
之
外
有
眞
實
我
法
、
所
以
如
來
般
若
時
隱
依
・
圓
有
法
、
談
遍

計
是
空
、
惣
言
无
性
也
。
自
後
有
執
空
之
輩
、
不
逹
世
尊
密
意
爲
破
有
病
惣
說
三
无
性
、
卽
便
隨

取
義
、
執
依
・
圓
二
性
亦

是
空
。
此
執
空
者
、「
諸
佛
說
爲
不
可
治
者
。
沈
淪
生
死
、
病
根
深
故
。
卽
淸
辯
等
」。
是
亦
如
此
方
空
見
之
人
、
撥
無
如
來
所

說
依
他
起
性
、
皆
爲
空
也
。
依
他
既
空
、
圓
成
眞
如
、
亦
應
是
空
。
何
以
謂
依
他
是
俗
諦
、
圓
成
是
眞
諦
…
…
（
解
釋
し
て
言

う
、
頌
に
「
密
意
」
と
い
う
の
は
、
世
尊
の
密
か
な
意
圖
の
こ
と
で
あ
る
。
愚
人
が
心
の
外
に
本
當
の
自
我
と
現
象
と
が
あ
る

と
執
著
す
る
の
を
止
め
さ
せ
る
た
め
に
、
如
來
が
般
若
經
典
を
說
い
た
時
に
は
、
依
他
起
性
・
圓
成
實
性
と
い
う
有
の
法
を
隱

し
、
遍
計
所
執
性
と
い
う
空
の
法
の
み
を
語
っ
て
、
ひ
た
す
ら
實
性
の
無
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
後
世
、
空
に
執
わ
れ
る
輩
が

い
て
、
有
の
病
を
止
め
る
た
め
に
ひ
た
す
ら
三
無
性
を
說
い
た
世
尊
の
密
か
な
意
圖
を
理
解
せ
ず
、
す
ぐ
さ
ま
字
面
に
從
っ
て

意
味
を
取
り
、
依
他
起
性
・
圓
成
實
性
ま
で
も
が
空
だ
と
思
い
込
む
。
こ
の
空
に
執
わ
れ
る
人
々
に
つ
い
て
は
、「
諸
佛
は
救
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濟
不
可
能
な
者
ど
も
と
說
く
。
生
死
輪
廻
に
沈
み
き
っ
て
、
病
の
根
が
深
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
淸
辯
ら
で
あ
る
」。
こ

れ
は
ま
た
、
こ
の
土
地
の
空
見
の
人
の
こ
と
で
も
あ
っ
て
、
如
來
が
說
い
た
依
他
起
性
を
無
み
し
て
、
み
な
空
だ
と
し
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
依
他
起
性
が
空
で
あ
る
以
上
は
、
圓
成
實
性
と
い
う
眞
如
も
ま
た
空
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ど
う
し

て
依
他
起
性
は
俗
諦
、
圓
成
實
性
は
眞
諦
だ
と
言
え
よ
う
か
…
…
）。（
６
５
〜
７
０
）

　

こ
の
「
解
」
は
、
主
に
直
前
に
引
く
「
唯
識
頌
」
の
「
卽
依
此
三
性
、
立
彼
三
無
性
。
故
佛
密
意
說
、
一
切
法
无
性
（
卽
ち
此
の

三
性
に
依
り
て
、
彼
の
三
無
性
を
立
つ
。
故
に
佛
の
密
意
は
說
け
ら
く
、
一
切
法
は
性
无
し
と
）」（
６
３
〜
６
４
）
の
「
密
意
」
を

解
釋
す
る
。
こ
こ
で
は
、
自
我
や
現
象
界
へ
の
執
著
を
對
治
す
る
た
め
に
空
を
說
い
た
佛
の
意
圖
を
理
解
せ
ず
、
因
緣
に
依
っ
て
現

象
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
依
他
起
性
や
、
眞
如
な
る
圓
成
實
性
ま
で
も
が
空
無
だ
と
思
い
込
む
人
々
が
非
難
さ
れ
て
い
る
。
そ
う

し
た
人
々
と
は
淸
辯
ら
で
あ
る
と
は
、第
三
十
九
〜
四
十
行
に
も
引
か
れ
た
『
成
唯
識
論
述
記
』
卷
第
七
末
（
大
正
四
三
・
四
九
二
中
）

の

だ
が
、注
目
す
べ
き
は
こ
う
し
た
イ
ン
ド
の
邪
說
を
「
此
の
方
の
空
見
の
人
」
の
よ
う
だ
と
評
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
此
方
」

と
は
も
ち
ろ
ん
漢
土
で
あ
ろ
う
し
、「
空
見
之
人
」
と
は
こ
れ
ま
で
の

脈
か
ら
言
っ
て
、
イ
ン
ド
を
追
わ
れ
、
梁
で
は
眞
諦
の
譯

經
を
妨

し
た
菩
提
逹
磨
と
そ
の
追
隨
者
た
ち
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
唯
識
關
連
の
經
論
を
多
く
引
用
す
る
後
半
部

も
や
は
り
『
玄
贊
鈔
』
の
一
部
で
あ
っ
て
、
菩
提
逹
磨
批
判
を
繼
續
補
强
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
點
に
つ
い
て
、
三
つ
目
の
「
解
」
を
檢
證
し
て
み
よ
う
。

　

解
云
、
此
方
執
空
之
人
、
唯
許
眞
如
是
有
、
後
是
无
相
。
若
智
慧
者
、
俱
如
對
所
治
之
或
、
而
立
智
慧
、
所
治
之
或
若
无
、

能
治
之
智
不
有
者
、
此
卽
惣
空
却
无
漏
「
正
道
」・
若
因
若
果
・
有
爲
无
漏
功
德
法
也
。
豈
可
如
來
經
三
无
數
劫
、
歷
修
萬
行

有
爲
塵
沙
功
德
、
都
无
所
有
、
虛
受
懃
苦
耶
。
亦
不
違
如
來
所
說
不
定
不
。
亦
有
了
義
敎

所
明
、
三
大
祇
五
位
六
度
萬
行
等

法
、
執
爲
如
來
方
便
之
敎
、
不
肯
依
之
起
行
、
而
執
般
若
等
空
敎
、
卽
爲
了
義
敎

者
、
愚
之
甚
矣
（
解
釋
し
て
言
う
、
こ
の

土
地
の
空
に
執
わ
れ
る
人
は
、
た
だ
眞
如
の
み
を
有
と
み
と
め
、
そ
の
他
は
無
相
で
あ
る
と
す
る
。
智
慧
と
い
う
も
の
は
對
治
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さ
れ
る
べ
き
惑
い
に
對
し
て
智
慧
を
設
定
す
る
の
で
あ
り
、
も
し
對
治
さ
れ
る
べ
き
惑
い
が
無
で
あ
る
の
に
對
治
す
る
智
慧
と

し
て
不
有
を
說
く
な
ら
、
こ
れ
は
無
漏
の
「
正
道
」
や
、
あ
る
い
は
原
因
に
屬
し
あ
る
い
は
結
果
に
屬
す
る
有
爲
の
無
漏
の
功

德
な
ど
を
、
す
べ
て
空
無
化
し
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。
ど
う
し
て
、
如
來
が
三
阿
僧
祇
劫
ま
た
は
無
量
の
時
閒
を
經
て
、
あ

ら
ゆ
る
修
行
と
砂
の
數
ほ
ど
の
功
德
を
修
め
盡
く
し
た
こ
と
に
、
ま
る
で
果
報
が
な
く
、
む
な
し
く
苦
行
を
し
た
だ
け
と
い
う

こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
如
來
が
說
い
た
「
不
定
」
の
聲
聞
・
獨
覺
と
い
う
槪
念
に
違
背
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
は

な
い
か
。
さ
ら
に
了
義
敎
の
經

が
明
か
し
て
い
る
、
三
大
劫
に
わ
た
る
五
位
の
階
梯
や
六
波
羅
蜜
の
實
踐
項
目
な
ど
あ
ら
ゆ

る
修
行
法
に
つ
い
て
、
如
來
の
方
便
と
し
て
の
敎
え
で
あ
る
と
捉
え
、
そ
れ
に
從
っ
て
修
行
を
始
め
よ
う
と
は
せ
ず
、
か
え
っ

て
般
若
經
典
な
ど
の
空
の
敎
え
に
執
著
し
て
、
了
義
敎
の
經

と
す
る
と
は
、
愚
の
骨
頂
で
あ
る
）。（
７
７
〜
８
３
）

　

こ
れ
は
、
前
の
「
密
意
」
へ
の
關
心
を
引
き
繼
ぎ
、
直
前
に
引
く
『
解
深
密
經
』
無
自
性
相
品
の
偈
「
若
不
知
佛
此
密
意
說
、
失

壞
正
道
不
能
往
（
若
し
佛
の
此
の
密
意
の
說
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
正
道
を
失
壞
し
て
往
く
能
わ
ず
）」（
７
６
））

13
（

の
「
正
道
」
を
中
心
に

解
說
す
る

章
で
あ
る
。
惑
い
に
對
應
し
た
智
慧
を
立
て
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
無
へ
の
と
ら
わ
れ
を
も
一
律
に
空
や
無
相
に
よ
っ
て

克
服
し
よ
う
と
す
る
人
々
が
、
こ
こ
で
は
初
め
か
ら
「
此
の
方
の
空
に
執
す
る
の
人
」
と
規
定
さ
れ
る
。
も
し
彼
ら
の
見
解
の
よ
う

で
あ
れ
ば
、如
來
の
成
し
遂
げ
た
修
行
も
徒
勞
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
と
い
う
非
難
の
口
吻
か
ら
は
、『
玄
贊
鈔
』

は
逹
磨
の
「
卽
心
傳
心
」（
３
０
）
と
い
う
言
說
を
、
歷
劫
成
佛
を
否
定
す
る
頓
悟
說
と
し
て
捉
え
た
こ
と
が
推
測
し
う
る
。
そ
の

こ
と
を
、
空
見
に
執
ら
わ
れ
た
と
し
て
批
判
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
修
行
の
功
德
を
み
と
め
な
い
立
場
が
、
小
乘
の
徒
も
大

乘
へ
と
回
心
し
得
る
と
い
う
「
不
定
」
の
槪
念
に
乖
る
と
い
う
難
詰
は
、『
法
華
玄
贊
』
に
お
い
て
『
法
華
經
』
が
主
に
不
定
姓
の

聲
聞
と
獨
覺
の
た
め
に
說
か
れ
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
對
應
す
る
だ
ろ
う）

14
（

。
こ
れ
も
ま
た
、
こ
の
部
分
が
『
玄
贊
鈔
』
の
一
部
で
あ
る

こ
と
の
傍
證
と
な
り
う
る
。

　

こ
の
三
つ
目
の
「
解
」
は
、「
相
を
帶
び
て
心
を
觀
」
る
こ
と
へ
の
批
判
で
結
ば
れ
る
。『
玄
贊
鈔
』
は
、
地
前
加
行
位
の
菩
薩
が
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行
ず
る
「
眞
如
觀
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
評
す
る
。

　

爾
時
雖
无
分
別
・
我
法
二
執
現
行
、
然
有
緣
我
法
空
受
相
分
、
及
緣
眞
如
所
變
相
分
、
有
此
空
有
二
種
相
分
未
滅
除
故
、「
帶

相
觀
心
、
有
所
得
故
、
非
實
安
住
眞
唯
識
理
」（
そ
の
時
に
は
、
分
別
見
や
自
我
と
現
象
へ
の
執
著
の
活
動
は
無
く
な
っ
て
は

い
る
が
、
し
か
し
自
我
と
現
象
の
空
と
い
う
見
解
が
取
っ
た
對
象
を
緣
じ
、
ま
た
眞
如
の
演
變
し
た
對
象
を
緣
じ
て
、
空
と
有

の
二
種
類
の
對
象
が
い
ま
だ
除
滅
さ
れ
な
い
か
ら
、「
對
象
を
保
持
し
な
が
ら
心
を
觀
察
し
て
お
り
、
獲
得
す
る
對
象
が
あ
る

の
だ
か
ら
、
本
當
に
は
眞
の
唯
識
の
理
に
安
住
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
」）。（
７
７
〜
９
１
）

　
「
帶
相
觀
心
」
以
下
は
、
こ
の
直
後
に
も
引
く
『
成
唯
識
論
』
卷
第
九
の
言
葉
。
分
別
意
識
を
離
れ
我
空
法
空
を
體
得
し
た
菩
薩

で
さ
え
も
、
そ
の
空
見
の
ゆ
え
に
空
と
有
と
い
う
對
境
を
殘
し
て
し
ま
い
、
そ
の
觀
法
は
「
相
を
帶
び
」
た
ま
ま
な
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
空
觀
こ
そ
が
「
帶
相
觀
心
」
で
あ
る
と
い
う
『
成
唯
識
論
』
の
反
省
は
、
禪
宗
へ
の
痛
烈
な
批
判
の
言
葉
と
な
っ
た
で
あ
ろ

う
。
も
し
禪
僧
か
ら
、
我
ら
は
い
た
ず
ら
に
因
果
を
無
み
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
空
に
お
い
て
禪
觀
修
行
を
行
じ
て
い
る

の
だ
と
反
論
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
「
帶
相
觀
心
」
な
の
だ
、
お
前
た
ち
は
眞
如
を
知
ら
な
い
ば
か
り
か
得
意
の
「
空
」
に
關
し

て
す
ら
實
は
生
兵
法
な
の
だ
、
と
『
玄
贊
鈔
』
は
應
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
が
Ｓ
二
五
四
六
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
本
冩
本
は
全
體
が
一
つ
の
作
品
か
ら
な
り
、
そ
れ
は
假
に
『
法
華
玄
贊
鈔
』
と
で
も

名
づ
け
う
る
『
法
華
玄
贊
』
の
複
注
で
あ
る
。
そ
の
注
釋
方
法
に
注
意
し
て
み
る
と
、
ま
ず
は
『
法
華
玄
贊
』
を
忠
實
に
祖
述
し
な

が
ら
、
つ
ぎ
に
梵
語
翻
譯
の
問
題
と
、
傳
來
す
る
佛
敎
に
眞
僞
の
別
が
あ
る
例
と
を
示
す
た
め
に
眞
諦
三
藏
の
傳
記
を
引
き
、
さ
ら

に
眞
諦
傳
中
の
菩
提
逹
磨
批
判
を
補
强
す
る
た
め
に
唯
識
關
係
の
經
論
や
章
疏
を
集
め
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
注
釋
の
た

め
に
引
い
た

獻
に
現
わ
れ
た
新
た
な
問
題
に
對
し
て
も
さ
ら
に
注
釋
を
加
え
、
そ
う
し
た
讀
み
込
み
や
ず
れ
を
い
と
わ
ず
話
題
を

展
開
し
た
結
果
、
最
終
的
に
『
玄
贊
』
と
の
關
連
が
不
明
瞭
に
な
る
の
も
辭
さ
な
い
、
こ
れ
が
『
玄
贊
鈔
』
の
方
針
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
Ｓ
二
五
四
六
が
あ
つ
か
う
の
は
『
法
華
玄
贊
』
全
二
十
卷
か
ら
見
れ
ば
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
範
圍
で
あ
っ
て
、『
玄
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贊
鈔
』
も
本
來
は
は
る
か
に
大
部
な
注
釋
で
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
し
う
る
。
そ
れ
な
ら
ば
Ｓ
二
五
四
六
は
意
圖
的
な
摘
錄
な
の
か
、

破
損
に
よ
る
殘
簡
な
の
か
。
冩
本
を
觀
察
し
て
み
る
と
卷
首
の
狀
態
は
冩
眞
で
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
卷
尾
に
つ
い
て
は
最
終
行

の
後
に
も
九
行
に
わ
た
っ
て
界
綫
が
引
か
れ
た
部
分
が
續
い
て
い
る
の
を
視
認
で
き
る
。
つ
ま
り
本
冩
本
の
筆
寫
者
は
、
第
九
十
七

行
で
明
確
な
意
志
を
以
っ
て
擱
筆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
Ｓ
二
五
四
六
は
、
敦
煌
の
筆
寫
者
が
自
己
の
關
心
に
よ
っ
て

『
玄
贊
鈔
』
の
一
部
を
抄
寫
し
た
摘
錄
本
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
關
心
と
は
、
お
そ
ら
く
冩
本
の
大
部
分
を
占
め
る
法
相
宗
の
禪
宗

批
判
で
あ
っ
た
ろ
う
。

三　

成
立
年
代
と
成
立
地

　
『
玄
贊
鈔
』の
作
者
が
禪
宗
を
嚴
し
く
排
斥
す
る
法
相
宗
の
徒
で
あ
る
こ
と
は
、本

よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
本
書
は
い
つ
頃
、

ど
こ
で
撰
述
さ
れ
た
の
か
、
殘
念
な
が
ら
本

獻
中
に
決
め
手
と
な
る
記
載
は
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
手
掛
か
り
の
一
つ
一
つ
に
つ

い
て
、そ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
成
書
年
代
を
提
示
し
、最
後
に
諸
要
素
を
總
合
し
て
結
論
を
出
す
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、『
玄
贊
鈔
』

と
そ
の
引
用
す
る
『
梁
史
內
傳
』
や
『
眞
諦
沙
門
行
記
』
と
で
は
、
巖
密
に
は
成
書
年
代
に
ず
れ
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
項

で
は
あ
え
て
區
別
せ
ず
に
考
察
す
る
。
引
用

獻
の
上
限
は
す
な
わ
ち
『
玄
贊
鈔
』
の
上
限
と
も
な
り
得
る
し
、前
述
の
よ
う
に
『
玄

贊
鈔
』
は
原

に
手
を
加
え
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
、
引
用

獻
の
み
を
取
り
出
し
て
そ
の
成
書
を
論
ず
る
こ
と
は
困
難
だ
か
ら
で

あ
る
。
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（
一
）
引
用
典
籍

　

初
め
に
引
用
典
籍
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
本
作
品
は
慈
恩
寺
基
『
法
華
玄
贊
』
の
複
注
で
あ
り
、
同
じ
く
基
の
著
作
で
あ
る
『
成

唯
識
論
述
記
』
を
引
用
す
る
か
ら
、基
の
卒
し
た
永
淳
元
年
（
六
八
二
）
よ
り
後
の
成
立
な
の
は
明
白
で
あ
る
。
ほ
か
、『
梁
史
內
傳
』

『
眞
諦
沙
門
行
記
』
は
作
者
不
明
の
佚
書
で
あ
る
が
、
第
３
３
〜
３
４
行
に
『
付
法
藏
傳
』『
法
住
記
』『
漢
法
內
傳
』『
萬
部
四
緣
結

集
錄
記
』『
五
師
傳
敎
次
第
』
の
四
部
を
續
け
て
舉
げ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
の
で
、
檢
討
を
加
え
よ
う
。

　

ま
ず
、
最
後
の
二
書
は
ほ
か
に
名
が
見
え
ず
不
明
で
あ
る
し
、
嚴
密
に
は
ど
こ
で
斷
句
さ
れ
る
の
か
す
ら
わ
か
ら
な
い
の
で
除
外

す
る）

15
（

。
次
に
、『
付
法
藏
傳
』
は
北
魏
の
譯
と
傳
え
ら
れ
、『
法
住
記
』
は
玄
奘
譯
、『
漢
法
內
傳
』
は
武
德
七
年
（
六
二
四
）
が
成

立
の
下
限
で
あ
る
か
ら）

16
（

、
そ
れ
ぞ
れ
單
獨
で
は
決
め
手
に
な
り
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
敦
煌
出
土
の
古
逸
佛
敎
史
書
の
中
に
こ

れ
ら
三
書
が
列
舉
さ
れ
る
例
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、『
歷
代
法
寶
記
』
の
冒
頭
に
竝
べ
ら
れ
た
典
籍
名
の
中
に
、『
付
法

藏
傳
（
經
）』
と
『
漢
法
內
傳
』
の
名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る）

17
（

。『
歷
代
法
寶
記
』
の
成
立
年
代
は
、
大
歷
九
年
（
七
七
四
）
を
さ

ほ
ど
下
ら
な
い
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る）

18
（

。

　

ま
た
『
付
法
藏
傳
』
と
『
法
住
記
』
を
共
に
用
い
る
例
と
し
て
『
付
法
藏
傳
略
抄
（
擬
）』
が
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
ぺ
リ

オ
（
以
下
Ｐ
）
二
七
九
一
、
Ｐ
三
二
一
二
、
Ｓ
五
九
八
一
の
三
點
が
報
吿
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
釋
迦
牟
尼
佛
の
傳
記
に
續
い
て
、

迦
葉
よ
り
師
子
比
丘
に
至
る
傳
法
系
譜
を
主
軸
と
し
な
が
ら
佛
涅
槃
後
の
部
派
分
裂
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、閒
に
「
傳
聞
を
樂
わ
ば
、

『
付
法
藏
傳
』
中
を
尋
ね
よ
」「『
法
住
記
』
中
に
於
い
て
說
く
」
と
い
う
よ
う
に
、
典
據
と
し
て
の
『
付
法
藏
傳
』『
法
住
記
』
の
參

照
を
求
め
、
さ
ら
に
イ
ン
ド
の
佛
敎
の
歷
史
と
地
理
を
一
通
り
述
べ
終
わ
っ
た
後
、「『
略
抄
佛
初
興
世
時
記
』
及
び
『
付
囑
法
藏
傳

略
抄
』

び
に
『
法
住
記
略
抄
』
は
前
の
如
し
」
と
あ
っ
て
、『
玄
贊
鈔
』
と
同
じ
く
『
付
法
藏
傳
』
と
『
法
住
記
』
と
を
續
け
て

舉
げ
る
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
本

中
に
「
大
唐
永
泰
貮
年
丙
午
歲
に
至
る
ま
で
」
と
あ
る
か
ら
、
永
泰
二
年
（
七
六
六
）
の
成
書
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で
あ
ろ
う）

19
（

。
さ
ら
に
、同
じ
く
敦
煌
出
土
の
僞
經
『
金
剛
峻
經
』
付
法
藏
品
で
は
、「
爾
時
『
佛
初
興
世
時
』
及
『
付
囑
法
藏
傳
略
抄
』

『
法
住
記
』」
と
記
し
た
後
に
『
付
法
藏
傳
略
抄
』
と
同
一
の

を
そ
っ
く
り
取
り
込
ん
で
い
る
。『
金
剛
峻
經
』
は
、
光
化
二
年

（
八
九
九
）
か
ら
十
世
紀
末
の
閒
の
敦
煌
に
お
け
る
成
立
と
考
え
ら
れ
る
か
ら）

20
（

、
こ
の
頃
の
敦
煌
で
は
『
付
法
藏
傳
略
抄
』
が
流
行

し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　

以
上
の
事
實
か
ら
す
れ
ば
、『
付
法
藏
傳
』『
法
住
記
』『
漢
法
內
傳
』
の
三
書
が
信
賴
を
集
め
た
の
は
八
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀

に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。『
玄
贊
鈔
』
の
成
書
も
ま
た
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
三
書
の
流
行
を
背
景
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

（
二
）
逹
磨
傳
と
禪
宗
の
思
想
・
信
仰

　
『
眞
諦
三
藏
行
記
』
の
傳
え
る
逹
磨
の
事
跡
に
は
、
梁
武
帝
に
會
見
し
た
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
菩
提
留
支
に
斥
け

ら
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。
逹
磨
の
傳
記
に
お
い
て
こ
の
二
つ
の
記
事
が
そ
ろ
っ
て
見
え
る
の
は
『
歷
代
法
寶
記
』
逹
摩
章
が
最
初
で

あ
る
か
ら
、『
玄
贊
鈔
』
の
成
書
は
八
世
紀
末
を
遡
ら
な
い
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う）

21
（

。

　

ま
た
『
玄
贊
鈔
』
は
、
逹
磨
の
敎
え
を
「
卽
心
傳
心
」（
30
）
の
語
に
ま
と
め
る
。
こ
れ
は
、
禪
宗
を
代
表
す
る
口
號
で
あ
る
「
卽

心
是
佛
（
卽
心
卽
佛
）」
と
「
以
心
傳
心
」
を
合
揉
し
た
言
い
方
で
あ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
「
以
心
傳
心
」
の
方
は
比

的
は
や
く
、

荷
澤
神
會
（
六
八
四
〜
七
五
八
）
の
語
錄
で
あ
る
『
壇
語
』
に
見
え
る
が）

22
（

、「
卽
心
是
佛
」
は
や
や
遲
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、

『
寶
林
傳
』
逹
摩
章
に
引
く
い
わ
ゆ
る
梁
武
帝
逹
摩
碑
に
、「
指
一
言
以
直
說
、
卽
心
是
佛
。
絕
萬
緣
以
泯
相
、
卽
身
離
衆
生
」
と
あ

る
。
ま
た
元
和
十
一
年
（
八
一
六
）
の
撰
に
な
る
權
德
輿
の
「
唐
故
章
敬
寺
百
巖
禪
師
碑
銘
」（『
權
載
之

集
』
十
八
）
に
「
卽
心

卽
佛
、
卽
色
卽
空
、
師
之
道
兮
」
と
あ
っ
て
、
馬
祖
の
弟
子
た
ち
が
活
躍
し
た
元
和
年
閒
に
は
、
こ
の
言
葉
が
士
大
夫
に
ま
で
知
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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イ
ン
ド
で
眞
諦
に
出
逢
っ
た
逹
磨
が
、
五
臺
山
と
「
祖
塔
」
へ
の
道
を
尋
ね
て
い
た
の
は
ど
う
か
（
１
０
〜
１
２
）。
イ
ン
ド
か

ら
五
臺
山
を
巡
拜
し
た
例
と
し
て
は
、
古
く
儀
鳳
元
年
（
六
七
六
）
の
佛
陀
波
利
三
藏
の
例
が
あ
る
し）

23
（

、『
曹
溪
大
師
別
傳
』
は
梁

代
の
こ
と
と
し
て
智
藥
三
藏
の
臺
山
入
り
を
記
す）

24
（

。
後
者
は
虛
構
で
あ
ろ
う
が
、し
か
し『
別
傳
』が
成
立
し
た
建
中
二
年（
七
八
一
）

に
は
、
イ
ン
ド
僧
の
巡
禮
が
さ
も
あ
り
得
べ
き
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
梁
と
い
う
時
代
設
定
が
『
眞
諦
沙

門
行
記
』
と
同
じ
で
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

　
「
祖
塔
」
が
何
を
指
す
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
し
ば
ら
く
、
禪
宗
の
祖
師
塔
に
對
す
る
信
仰
を
逹
磨
や
眞
諦
の
時
代
に
反
映
さ

せ
て
し
ま
っ
た
錯
誤
と
し
て
考
え
る
。
神
淸
の
『
北
山
錄
』
譏
異
說
に
は
、
遷
化
し
た
禪
師
を
「
高
塔
も
て
厚
く
葬
る
」
こ
と
を
誇

る
禪
宗
の
說
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る）

25
（

。
神
淸
は
元
和
中
（
八
〇
六
〜
八
二
〇
）
の
卒
だ
が
、
こ
の
頃
ま
で
に
祖
師
塔
信
仰
が
出
現
し
て

い
た
可
能
性
を
示
す
資
料
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
祖
堂
集
』
は
、
新
羅
僧
で
あ
る
溟
州
梵
日
（
八
一
〇
〜
八
八
九
）
が
六
祖
慧
能
の
塔

に
參
詣
す
る
た
め
、
韶
州
曹
溪
を
訪
れ
た
こ
と
を
記
す）

26
（

。
こ
れ
は
、
九
世
紀
半
ば
に
は
漢
土
の
外
か
ら
も
祖
師
塔
巡
禮
の
僧
が
訪
れ

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

五
臺
山
と
祖
師
塔
と
が
同
時
に
現
わ
れ
る
例
と
し
て
は
、
佛
敎
聖
地
の
紀
行

で
あ
る
敦
煌

獻
Ｓ
五
二
九
Ｖ
『
諸
山
聖
跡
志

（
擬
）』
が
あ
る
。
尾
部
殘
缺
の
た
め
全

は
不
明
だ
が
、
序

に
よ
れ
ば
「
名
山
一
十
八
所
、
佛
舍
利
塔
十
九
所
、
祖
師
塔
六
所
」

を
記
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
一
の
聖
跡
は
五
臺
山
で
あ
り
、
現
存
部
分
に
は
馮
茂
山
の
五
祖
塔
、
雙
峰
山
の
四
祖
塔
、

そ
れ
に
韶
州
の
六
祖
塔
に
つ
い
て
記
錄
し
て
い
る
。
本

獻
の
表
面
に
は
後
唐
同
光
二
年
（
九
二
四
）
の
紀
年
が
あ
る
か
ら
、『
諸

山
聖
跡
志
』
の
成
書
は
そ
れ
以
降
で
あ
ろ
う）

27
（

。

　

ま
た
、
イ
ン
ド
僧
や
「
巡
禮
」
へ
の
イ
メ
ー
ジ
も
氣
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。『
太
平
廣
記
』
卷
一
百
九
十
「
王
建
」
は
、
雲
南

の
ス
パ
イ
を
處
刑
し
た
話
に
ち
な
ん
で
次
の
よ
う
な
插
話
を
傳
え
る
。

　

先
是
唐
咸
通
中
（
八
六
〇
〜
八
七
三
）、
有
天
竺
三
藏
僧
、
經
過
成
都
。
曉
五
天
胡
語
、
通
大
小
乘
經
律
論
。
以
北
天
竺
與
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雲
南
接
境
、
欲
假
途
而
還
、
爲
蜀
察
事
者
識
之
、
繫
於
成
都
府
、
具
得
所
記
朝
廷
次
第

字
。
蓋
曾
入
內
道
場
也
。
是
知
外
國

來
廷
者
、
安
知
非
奸
細
乎
（
こ
れ
よ
り
先
、
唐
の
咸
通
年
閒
に
、
天
竺
の
三
藏
法
師
が
成
都
を
お
と
ず
れ
た
。
か
れ
は
五
天
竺

の
言
語
を
知
り
、
大
小
乘
の
經
律
論
す
べ
て
に
通
じ
て
い
た
。
北
天
竺
と
雲
南
と
は
境
を
接
し
て
い
る
か
ら
雲
南
に
道
を
借
り

て
歸
ろ
う
と
し
て
い
た
が
、
蜀
の
公
安
部
門
が
こ
れ
を
知
り
、
成
都
府
に
拘
留
し
て
、
朝
廷
の
樣
子
を
記
し
た

書
を
ご
っ
そ

り
押
收
し
た
。
き
っ
と
內
道
場
に
出
入
り
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
外
國
か
ら
朝
廷
に
來
る
者
は
ス
パ
イ
で

な
い
と
わ
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
）。

　

こ
れ
は
、
外
國
の
僧
侶
が
諜
報
活
動
を
し
て
い
た
例
で
あ
る
。
次
に
巡
禮
に
關
す
る
資
料
と
し
て
、『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
卷

五
十
五
・
眞
宗
咸
平
六
年
（
一
〇
〇
三
）
條
に
見
え
る
知
開
封
府
陳
恕
の
言
葉
を
檢
討
し
た
い
。

　

僧
徒
往
往
西
天
取
經
者
、
諸
蕃
以
其
來
自
中
國
、
必
加
禮
奉
。
臣
嘗
召
問
、
皆
罕
習
經
藝
而
質
狀
庸
陋
、
或
使
外
域
反
生
輕

。
望
自
今
先
委
僧
錄
司
試
驗
經
業
、
省
視
人
材
、
擇
其
可
者
送
府
、
出
給
公
據
（
僧
侶
に
は
し
ば
し
ば
經
典
を
求
め
て
イ
ン

ド
に
行
く
者
が
お
り
、
胡え

び
すど

も
は
中
國
か
ら
の
僧
と
い
う
こ
と
で
、
必
ず
厚
遇
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
臣
が
召
し
だ
し
て
試
問

し
て
み
た
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
敎
學
を
修
め
ず
容
姿
は
み
ず
ぼ
ら
し
い
者
ば
か
り
で
、
國
外
へ
や
れ
ば
か
え
っ
て
侮
り
を
受
け

る
こ
と
と
な
り
し
ょ
う
。
願
わ
く
は
、
今
後
は
ま
ず
僧
錄
司
に
よ
っ
て
經
典
の
修
學
度
を
試
驗
し
、
人
材
を
見
極
め
て
か
ら
、

合
格
し
た
も
の
を
役
所
に
送
り
、
許
可
證
を
發
行
し
ま
す
よ
う
）。

　

こ
れ
は
、
西
天
求
法
僧
の
素
質
低
下
を
指
摘
す
る
證
言
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
、
唐
末
よ
り
北
宋
初
に
か
け
て
、
イ
ン
ド

僧
や
イ
ン
ド
へ
の
巡
禮
が
し
ば
し
ば
疑
惑
や
輕
侮
の
目
で
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る）

28
（

。『
眞
諦
沙
門
行
記
』
に
お
い
て
逹
磨

が
「
衆
に
耻
じ
形
を
逃
れ
、
因
り
て
巡
禮
と
稱
」
し
た
と
い
う
の
も
（
２
０
〜
２
１
）
い
ん
ち
き
坊
主
が
例
に
よ
っ
て
巡
禮
を
自
稱

し
て
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
ろ
う
し
、
武
帝
を
惑
わ
せ
眞
諦
の
譯
業
を
妨

し
た
と
い
う
の
も
、
胡
僧
に
は
怪
し
げ
な
人
物
も
含

ま
れ
得
る
と
い
う
觀
念
が
背
景
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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以
上
の
檢
討
を
振
り
返
れ
ば
、
言
及
す
る
史
書
の
種
類
や
、
五
臺
山
や
祖
塔
へ
の
信
仰
、
ま
た
胡
僧
や
巡
禮
に
對
す
る
惡
感
情
の

存
在
か
ら
見
て
お
よ
そ
十
世
紀
、
す
な
わ
ち
中
原
で
は
唐
末
よ
り
宋
初
、
敦
煌
で
は
曹
氏
歸
義
軍
期
の
成
立
と
す
る
の
が
も
っ
と
も

妥
當
な
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
結
論
は
、
逹
磨
に
關
す
る
說
話
や
思
想
用
語
か
ら
の
檢
討
と
も
矛
盾
し
な
い
も
の
で
あ
る）

29
（

。

（
三
）
成
立
地
と
作
者
像

　

次
に
、
成
立
地
に
つ
い
て
考
え
る
。『
眞
諦
沙
門
行
記
』
な
い
し
『
玄
贊
鈔
』
の
記
す
眞
諦
傳
に
は
、
菩
提
逹
磨
と
の
交
涉
や
那

蘭
陀
寺
に
お
け
る
修
學
な
ど
、『
續
高
僧
傳
』
拘
那
羅
陁
傳
に
は
見
え
な
い
經
歷
が
盛
り
込
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
意
圖
的
な
虛
構
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
他
に
作
者
が
眞
諦
傳
を
あ
る
程
度
知
っ
て
い
る
が
故
の
誤
傳
や
翻
案
に
類
す
る
要
素
も
含
ま
れ
、
今
の
場
合
に
は

そ
ち
ら
の
方
が
重
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
眞
諦
が
イ
ン
ド
に
お
い
て
占
波
國
の
商
人
ら
と
行
動
を
共
に
し
て
い
た
と
い
う
下
り
は

（
７
〜
８
）、
扶
南
の
使
者
を
通
じ
て
眞
諦
を
梁
に
む
か
え
た
と
い
う
『
續
高
僧
傳
』
の
記
載
が
誤
っ
て
傳
わ
っ
た
よ
う
に
も
見
え

る）
30
（

。
ま
た
、
逹
磨
の
一
味
に
翻
譯
を
邪
魔
さ
れ
た
と
い
う
記
載
（
３
１
）
は
禪
宗
へ
の
敵
意
か
ら
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
、

漢
地
に
お
け
る
眞
諦
の
不
遇
を
語
る
插
話
を
『
行
記
』
ま
た
は
『
玄
贊
鈔
』
が
知
っ
て
い
て
、
そ
の
責
任
を
逹
磨
に
な
す
り
つ
け
た

も
の
と
も
思
わ
れ
る
。『
續
高
僧
傳
』
拘
那
羅
陁
傳
に
は
、
侯
景
の
亂
が
勃
發
し
て
翻
譯
を
中
斷
し
た
と
か）

31
（

、
陳
の
治
世
に
な
っ
て

建
業
に
迎
え
ら
れ
る
際
、名
聲
を
奪
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
僧
た
ち
が
唯
識
の
敎
え
は
國
家
の
た
め
に
な
ら
な
い
と
讒
言
し
た
結
果
、

南
海
で
譯
し
て
い
た
經
論
を
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た）

32
（

、
ま
た
死
後
は
未
譯
の
梵
本
が
大
量
に
殘
さ
れ
た）

33
（

、
と
い
っ
た
記
事

が
見
え
る
が
、『
行
記
』
の
作
者
は
そ
う
し
た
話
を
お
ぼ
ろ
げ
に
知
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
逹
磨
に
よ
る
翻
譯
妨

說
を
打
ち
出
さ
せ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
『
行
記
』
ま
た
は
『
玄
贊
鈔
』
の
作
者
は
、
正
確
な
眞
諦
の
傳
記
を
知
っ
て
い
て
無
視
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
曖
昧
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な
知
識
を
核
と
し
て
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
付
加
や
こ
じ
つ
け
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
唯
識
の
祖
と
し
て

の
眞
諦
に
關
心
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
れ
に
關
す
る
情
報
が
乏
し
い
北
方
に
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
巡
禮
の
風
習
や
山
神
と
の
會
見

な
ど
、
五
臺
山
信
仰
の
影
が
濃
厚
な
の
も
こ
の
推
定
を
支
持
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
作
者
の
禪
思
想
理
解
の
曖
昧
さ
も
注
目
さ
れ
る
。『
玄
贊
鈔
』
が
逹
磨
の
敎
說
と
し
て
記
す
「
卽
心
傳
心
」
な
る
言
葉
は
、

管
見
の
限
り
禪

獻
に
は
存
在
し
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
「
卽
心
是
佛
」
と
「
以
心
傳
心
」
を
混
合
し
た
言
葉

で
あ
ろ
う
。
本
來
「
卽
心
是
佛
」
の
「
卽
」
字
は
主
語
を
强
調
す
る
助
字
な
の
だ
が
、
こ
の
場
合
は
動
詞
に
な
っ
て
「
心
に
卽
し
て

心
を
傳
え
る
」
の
意
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
『
玄
贊
鈔
』
は
、
禪
に
つ
い
て
正
確
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

そ
の
原
因
は
門
戶
の
見
に
よ
る
無
知
や
歪
曲
も
あ
ろ
う
が
、
客
觀
的
條
件
の
制
約
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
管
見
の
限
り
敦
煌
禪

獻
に
は
、「
卽
心
是
佛
」
を
記
す
『
寶
林
傳
』
や
馬
祖
道
一
ら
の
語
錄
が
含
ま
れ
な
い
。
も
し
『
玄
贊
鈔
』
の
成
立
地
が
北
方
、
こ

と
に
敦
煌
と
す
れ
ば
、
吐
蕃
統
治
期
に
あ
た
る
中
唐
以
降
の
禪
に
關
し
て
曖
昧
な
情
報
し
か
持
っ
て
い
な
い
の
も
う
な
づ
け
る
の
で

あ
る
。

四　
『
法
華
玄
贊
鈔
』
の
思
想
史
的
位
置

（
一
）
法
相
宗
と
禪
宗

　

本
章
で
は
、『
玄
贊
鈔
』
の
思
想
的
な
位
置
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
ま
ず
、
眞
諦
三
藏
へ
の
評
價
に
つ
い
て
で
あ
る
。『
玄
贊
鈔
』

は
『
梁
史
內
傳
』
や
『
眞
諦
沙
門
行
記
』
な
る
書
物
を
引
き
、
眞
諦
傳
の
登
場
人
物
を
借
り
て
逹
磨
を
批
判
し
て
い
る
。
冒
頭
に
も

述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
『
曹
溪
大
師
別
傳
』
に
お
い
て
眞
諦
が
慧
能
の
說
法
を
預
言
し
た
と
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
が
「『
眞
諦
三
藏
傳
』
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に
出
づ
」（
四
一
三
頁
）
と
さ
れ
る
こ
と
と
明
確
な
對
照
を
な
す
。
あ
る
い
は
、『
玄
贊
鈔
』
は
『
別
傳
』
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
に

對
抗
す
る
內
容
を
構
想
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。『
別
傳
』
の
眞
諦
は
禪
宗
の
繁
榮
を
預
言
す
る
制
旨
寺
ゆ
か
り
の
高
僧
で

あ
り
、『
玄
贊
鈔
』
の
眞
諦
は
法
相
唯
識
の
傳
逹
者
と
し
て
の
眞
諦
で
あ
る
。

　

つ
い
で
、
そ
の
禪
宗
批
判
の
內
容
に
つ
い
て
檢
討
し
た
い
。
本
作
品
は
逹
磨
を
空
見
に
執
著
す
る
者
と
し
て
非
難
し
て
い
た
が
、

ほ
ぼ
同
じ
說
が
『
北
山
錄
』
眞
俗
符
第
四
に
も
見
え
る
。

　

衡
嶽
天
台
、
一
心
三
觀
、
成
乎
圓
伊
三
德
、
蓋
得
之
龍
樹
也
。
嘉
祥
權
實
雙
行
、
成
乎
悲
智
兩
足
、
蓋
得
之
於
華
嚴
也
。
菩

提
逹
磨
、
致
思
無
爲
無
思
無
慮
、
得
之
於
性
空
。
而
近
世
不
知
空
不
離
假
、
廢
有
求
空
、
異
端
於
是
作
矣
（
南
嶽
慧
思
や
天
台

智
顗
は
、
一
心
に
お
い
て
空
假
中
の
三
觀
を
修
め
、
伊
字
三
點
の
如
き
圓
滿
な
功
德
を
成
就
す
る
が
、
そ
れ
は
龍
樹
か
ら
得
た

も
の
だ
ろ
う
。
嘉
祥
寺
慧
皎
は
假
の
敎
え
と
眞
實
の
敎
え
を
雙
つ
な
が
ら
用
い
、
慈
悲
と
智
慧
の
具
足
を
成
就
し
た
が
、
そ
れ

は
『
華
嚴
經
』
の
實
性
說
か
ら
得
た
も
の
だ
ろ
う
。
菩
提
逹
磨
は
心
を
用
い
な
が
ら
無
爲
・
無
思
・
無
慮
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

般
若
性
空
の
敎
え
か
ら
得
た
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
近
ご
ろ
の
人
々
は
空
が
假
有
を
離
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
ら
ず
、
有
を
斥

け
て
空
の
み
を
求
め
て
お
り
、
異
端
が
そ
こ
に
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
）。（
卷
二
・
十
三
葉
右
）

　
『
北
山
錄
』
も
逹
磨
の
敎
え
を
空
觀
と
し
、
追
隨
者
た
ち
が
空
に
の
み
執
著
す
る
の
を
批
判
し
て
い
る
。
た
だ
神
淸
は
、
逹
磨
自

身
の
こ
と
は
決
し
て
惡
取
空
と
は
見
な
し
て
お
ら
ず
後
人
に
よ
る
禪
宗
の
墮
落
を
な
げ
く
の
だ
が
、『
玄
贊
鈔
』
は
逹
磨
が
す
で
に

そ
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
と
決
め
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
北
山
錄
』
法
籍
興
第
三
は
三
時
敎
と
五
時
敎
の
二
つ
の
敎
判
を
紹
介
し
、
よ
り
古
く
西
域
に
由
來
す
る
「
有
敎
」「
空
敎
」「
不

空
不
有
敎
」
の
三
時
敎
を
選
ん
で
い
る）

34
（

。
こ
れ
は
、
慧
寶
注
が
「
不
空
不
有
敎
」
に
「
卽
ち
『
解
深
密
經
』 

是
れ
な
り
」
と
記
す
よ

う
に
唯
識
家
の
敎
判
で
あ
り）

35
（

、
こ
の
面
で
も
『
北
山
錄
』
は
『
玄
贊
鈔
』
と
思
考
を
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
淸
は
法
相
宗
の

徒
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
う
か
と
言
っ
て
自
ら
記
す
「
古
を
存
す
る
」
こ
と
の
み
が
選
擇
の
理
由
と
も
思
わ
れ
な
い
。
續
く
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眞
俗
符
篇
に
お
い
て
空
見
へ
の
偏
り
を
非
難
す
る
神
淸
に
と
っ
て
は
、「
不
空
不
有
敎
」
を
究
極
と
す
る
三
時
敎
が
最
も
共
感
で
き

る
敎
判
で
あ
っ
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
と
も
あ
れ
、
逹
磨
禪
を
執
空
の
徒
と
す
る
『
玄
贊
鈔
』
の
主
張
は
、
中
原
と
敦
煌
と
を
含
ん

だ
唐
五
代
の
佛
敎
に
あ
っ
て
全
く
特
異
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

次
に
敦
煌

書
に
目
を
向
け
る
と
、
法
相
宗
と
禪
宗
と
の
關
係
を
記
す

獻
が
二
點
報
吿
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
Ｓ
二
五
八
三
の

『
大
乘
百
法
明
門
論
疏
釋
』
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　

言
大
乘
宗
者
、
一
勝
義
皆
空
宗
、
亦
言
破
相
宗
、
亦
言
經
中
宗
、
亦
呼
爲
南
能
頓
宗
…
…
…
…
二
應
理
圓
實
宗
、
亦
云
法
相

宗
、
亦
云
唯
識
宗
、
亦
云
漸
宗
。
亦
呼
北
秀
宗
。
三
法
性
圓
融
宗
、
亦
云
法
相
（
性
）
宗
、
亦
是
論
中
宗
。

　

こ
の
「
南
能
頓
宗
」
と
は
南
方
の
慧
能
が
說
く
頓
悟
の
宗
、
す
な
わ
ち
南
宗
禪
を
指
し
、「
漸
宗
」「
北
秀
宗
」
は
漸
悟
を
說
く
神

秀
の
宗
派
、
す
な
わ
ち
北
宗
禪
の
意
で
あ
ろ
う
。『
百
法
論
疏
釋
』
は
、
南
宗
禪
を
唯
識
法
相
の
下
に
置
く
點
で
『
玄
贊
鈔
』
と
立

場
を
共
有
す
る
。
だ
が
、
完
全
な
否
定
で
は
な
く
敎
判
の
中
に
所
を
得
さ
し
め
て
い
る
、
菩
提
逹
磨
の
流
れ
を
汲
む
北
宗
禪
を
法
相

宗
に
配
當
し
、
ま
た
法
相
を
超
え
る
「
法
性
圓
融
宗
」
を
最
高
に
位
置
づ
け
て
い
る
な
ど
、
法
相
宗
を
絕
對
化
し
て
逹
磨
禪
を
ひ
と

し
な
み
に
排
斥
す
る
『
玄
贊
鈔
』
と
は
か
な
り
ト
ー
ン
を
異
に
し
て
も
い
る
。
こ
の
冩
本
の
紙
背
に
は
『
南
天
竺
國
菩
提
逹
摩
禪
師

觀
門
』
も
筆
寫
さ
れ
、
そ
も
そ
も
冩
本
自
體
が
敎
禪
一
致
を
體
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本

獻
は
、上
山
（
一
九
九
〇
）
に
よ
れ
ば
曇
曠
（
八
世
紀
）
の
「
百
法
論
疏
」
に
對
す
る
複
注
で
あ
る
（
四
二
八
頁
）。
曇
曠
『
大

乘
百
法
明
門
論
開
宗
義
記
』
は
こ
の
三
宗
を
擧
げ
、「
勝
義
皆
空
宗
」
に
は
「『
十
二
門
論
』『
智
度
』『
中
』『
百
』『
般
若
燈
論
』『
掌

珍
論
』
等
」「『
般
若
』
等
無
相
空
敎
」
を
、「
應
理
圓
實
宗
」
に
は
「『
攝
大
乘
論
』『
瑜
伽
』『
顯
揚
』『
雜
集
』『
唯
識
』『
中
邊
』

等
論
」「
依
『
深
密
』
等
諸
了
義
經
」
を
、「
法
性
圓
融
法
門
」
に
は
「『
起
信
』」
を
配
當
す
る
（
大
正
八
五
・
一
〇
四
七
中
下
）。『
疏

釋
』
は
こ
れ
に
「
破
相
宗
」「
法
相
宗
」
と
い
っ
た
別
名
を
加
え
、
さ
ら
に
禪
宗
二
派
に
も
觸
れ
て
敎
禪
一
致
的
な
敎
判
を
完
成
さ

せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
上
山
氏
は
、
本
冩
本
に
つ
い
て
「
八
六
六
〜
八
七
一
年
頃
の

書
の
裏
面
に
書
か
れ
た
」（
四
二
八
頁
）
と
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し
て
お
り
、も
し
そ
う
な
ら
『
疏
釋
』
の
成
書
・
筆
冩
は
九
世
紀
後
半
以
降
と
な
る
。
し
か
し
『
敦
煌
遺
書
總
目
索
引
新
編
』
は
『
疏

釋
』
側
を
表
、『
逹
摩
禪
師
觀
門
』
等
の
側
を
裏
と
し
て
お
り
、
筆
者
が
冩
眞
を
觀
察
す
る
限
り
、
字
體
も
比

的
端
正
な
『
疏
釋
』

側
に
對
し
て
、『
觀
門
』
側
は
や
や
亂
れ
た
筆
跡
で
短

の
複
數
作
品
を
連
寫
し
て
お
り
、『
索
引
新
編
』
の
判
斷
が
正
し
そ
う
で
あ

る
。
從
っ
て
、『
疏
釋
』
の
筆
寫
は
お
お
よ
そ
九
世
紀
中
ご
ろ
、
お
そ
ら
く
張
議
潮
の
治
世
下
（
八
五
一
〜
八
六
七
）
と
見
て
お
き

た
い
。

　

次
に
Ｓ
四
四
五
九
「
佛
經
疏
釋
」
も
『
大
乘
百
法
明
門
論
疏
釋
』
と
同
じ
く
、「
勝
義
皆
空
宗
」
に
「
破
相
宗
」「
南
楞
（
能
）
頓

宗
」
を
、「
應
理
圓
實
宗
」
に
「
漸
宗
」「
北
秀
宗
」
を
當
て
て
い
る
。
上
山
（
一
九
九
〇
）
は
こ
れ
を
後
期
、
す
な
わ
ち
歸
義
軍
期

（
お
よ
そ
八
六
〇
〜
一
〇
〇
〇
年
頃
）
の
冩
本
に
分
類
す
る
。

　

こ
う
し
た
敎
禪
一
致
的
な
主
張
は
、
ま
ず
禪
と
敎
と
の
對
立
が
あ
っ
て
そ
れ
を
調
停
す
る
た
め
に
は
じ
め
て
唱
え
出
さ
れ
る
も
の

に
も
思
え
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、『
玄
贊
鈔
』
の
成
立
は
九
世
紀
前
半
ま
で
に
遡
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
前
節
で
見

た
よ
う
に
、『
玄
贊
鈔
』
に
は
十
世
紀
の
成
立
を
示
唆
す
る
要
素
が
多
い
の
は
確
か
で
あ
る
。『
玄
贊
鈔
』
の
極
端
な
禪
排
斥
は
、『
百

法
論
疏
釋
』
な
ど
に
見
え
る
法
相
宗
と
北
宗
禪
の
調
和
說
と
竝
行
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
調
和
說
に
お
け
る
南
宗
と
空
宗
の

對
應
の
み
を
取
り
出
し
て
、
南
宗
に
禪
を
代
表
さ
せ
た
の
が
『
玄
贊
鈔
』
の
說
と
も
言
え
る
。

（
四
）『
法
華
玄
贊
』
の
流
行

　

最
後
に
、敦
煌
に
お
け
る
『
法
華
玄
贊
』
學
習
史
の
中
に
『
玄
贊
鈔
』
を
位
置
づ
け
て
お
き
た
い）

36
（

。
敦
煌

書
中
の
『
法
華
玄
贊
』

注
釋
と
し
て
は
、Ｐ
二
一
五
九
Ｖ
『
妙
法
蓮
華
經
玄
贊
科

』
卷
第
二
、中
村
不
折
舊
藏
九
九
『
法
華
玄
贊
義
決
』、汪
大
燮
舊
藏
『
法

華
經
玄
贊
釋
』
の
三
書
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、『
科

』
に
は
「
燕
臺
寺マ

マ

忠
寺
沙
門
詮
明
科
定
」
と
記
さ
れ
、
遼
の
憫
忠
寺
詮
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明
の
著
作
と
知
ら
れ
る
。
詮
明
に
は
『
法
華
經
玄
贊
會
古
通
今
新
抄
』
が
あ
っ
て
、
統
和
末
（
一
〇
一
二
）
こ
ろ
の
沒
と
推
定
さ
れ

て
い
る）

37
（

。
次
の
『
玄
贊
義
決
』
は
玄
奘
と
慈
恩
寺
基
と
に
師
事
し
た
慧
沼
の
著
作
で
あ
り
、
傳
世
テ
ク
ス
ト
も
存
在
し
て
大
正
藏
や

卍
續
藏
に
收
錄
さ
れ
る
。
最
後
の
『
玄
贊
釋
』
は
、
こ
の
冩
本
を
底
本
と
す
る
翻
刻
が
卍
續
藏
經
に
收
め
ら
れ
て
お
り
、
成
書
年
代

と
し
て
は
妻
木
（
一
九
一
一
）
が
、「
自
佛
法
東
流
來
九
百
餘
年
」（
續
一
・
九
十
三
・
一
・
十
表
上
）
の
一

を
根
據
に
北
宋
乾
德
四

年
（
九
六
六
）
頃
と
推
定
し
て
い
る）

38
（

。

　

上
山
（
一
九
九
〇
）
は
『
法
華
玄
贊
』
の
敦
煌
へ
の
流
入
を
八
世
紀
中
頃
と
し
、そ
れ
以
後
は
「『
法
華
經
』
の
注
釋
書
と
い
え
ば
、

こ
の
疏
の
類
で
殆
ど
占
め
ら
れ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
（
三
六
六
〜
三
七
〇）

39
（

）。『
玄
贊
鈔
』
も
ま
た
こ
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
、『
玄

贊
釋
』
と
同
じ
く
十
世
紀
の
敦
煌
に
お
け
る
『
法
華
玄
贊
』
受
容
の
一
面
を
示
す
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

結
語

　

Ｓ
二
五
四
六
は
、
お
そ
ら
く
十
世
紀
の
敦
煌
で
成
立
し
た
『
法
華
玄
贊
』
の
複
注
（
本
稿
で
は
『
法
華
玄
贊
鈔
』
と
名
付
け
た
）

か
ら
、
法
相
宗
の
立
場
か
ら
す
る
菩
提
逹
磨
批
判
の
部
分
を
摘
錄
し
た
冩
本
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
法
華
玄
贊
鈔
』
は
敦
煌
に
お
け
る

『
法
華
玄
贊
』の
流
行
と
硏
究
、ま
た
法
相
宗
と
禪
宗
と
の
關
係
へ
の
關
心
を
背
景
と
し
て
成
立
し
受
容
さ
れ
た
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。

內
容
と
し
て
は
、
禪
宗
を
イ
ン
ド
に
お
け
る
中
觀
派
に
な
ぞ
ら
え
る
敎
判
的
發
想
と
、
か
な
り
歪
曲
さ
れ
た
菩
提
逹
磨
傳
を
通
し
た

徹
底
的
な
禪
宗
排
斥
を
特
徵
と
す
る
が
、
眞
諦
三
藏
の
硏
究
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
本
書
が
『
玄
贊
』
を
注
し
禪
宗
を
非
難
す
る

た
め
に
、『
梁
史
內
傳
』
や
『
眞
諦
沙
門
行
記
』
と
い
っ
た
未
知
の
眞
諦
傳
を
引
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
內
容
は
宗
派
意
識
や

成
立
地
を
反
映
し
て
か
『
續
高
僧
傳
』
拘
那
羅
陀
傳
と
は
大
き
く
異
な
る
が
、傳
說
の
增
廣
改
變
は
權
威
の
繼
續
の
證
で
も
あ
ろ
う
。

唐
末
宋
初
の
法
相
宗
に
と
っ
て
の
眞
諦
三
藏
は
、
自
說
の
依
り
所
と
し
て
想
い
起
こ
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
續
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
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【
引
用

獻
】

『
曹
溪
大
師
別
傳
』：『
六
祖
壇
經
諸
本
集
成
』
中

出
版
社
、
一
九
七
六
年

『
寶
林
傳
』：『
寶
林
傳
・
傳
燈
玉
英
集　

附
錄
：
天
聖
廣
燈
錄
』
中

出
版
社
、
一
九
七
五
年

『
壇
語
』：『
禪
學
典
籍
叢
刊
』
別
卷
、
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
一
年

『
北
山
錄
』：『
北
山
錄
』

史
哲
出
版
社
、
一
九
七
四
年

○
敦
煌

書
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

 

１
、 

ス
タ
イ
ン
本
：The International D

unhuang Project

（http://idp.bl.uk/

）
の
畫
像
と
、
ネ
ッ
ト
未
公
開
の
も
の
に
つ
い
て
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
複
冩
（
東
北
大
學
附
屬
圖
書
館
所
藏
）。

 

２
、 

ぺ
リ
オ
本
：ID

P

お
よ
び
『
法
藏
敦
煌
西
域

獻
』（
上
海
古
籍
出
版
社
）

 

３
、 

中
村
不
折
舊
藏
本
：『
臺
東
區
立
書
道
博
物
館
所
藏　

中
村
不
折
舊
藏
禹
域
墨
書
集
成
』（

部
科
學
省
科
學
硏
究
費
特
定
領
域
硏
究
〈
東
ア

ジ
ア
出
版

化
の
硏
究
〉
總
括
班
）

【
參
考

獻
】

G
iles, Lionel

（
一
九
五
七
） D

escriptive C
atalogue of the C

hinese M
anuscripts from

 Tunhuang in the B
ritish M

useum
,

『
敦
煌
叢
刊
初
集
』
一
、

新

豐
出
版
公
司

上
山
大
峻
（
一
九
九
〇
） 

『
敦
煌
佛
敎
の
硏
究
』
法
藏
館

小
野
玄
妙
（
一
九
六
四
） 

『
佛
書
解
說
大
辭
典
』
大
東
出
版
社

神
林
隆
淨
（
一
九
三
五
） 

「
五
臺
山
と

殊
菩
薩
」『
佛
敎
學
の
諸
問
題
』
岩
波
書
店
、
八
七
〇
〜
八
八
一
頁

齋
藤
智
寛
（
二
〇
〇
八
） 

ａ
「『
梵

經
』
と
密
敎
―
Ｓ
２
２
７
２
Ｖ
「
金
剛
界
心
印
儀
」
の
飜
刻
紹
介
に
ち
な
ん
で
」『
敦
煌
寫
本
硏
究
年
報
』
２
、
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二
三
〜
四
十
七
頁

齋
藤
智
寛
（
二
〇
〇
八
） 

ｂ
「
悟
れ
な
か
っ
た
人
々
―
禪
律
雙
修
者
の
祈
り
と
救
い
―
」『
東
方
學
報
（
京
都
）』
八
十
二
、六
九
〜
一
一
七
頁

史
爲
樂
（
二
〇
〇
五
） 

『
中
國
歷
史
地
名
大
辭
典
』
中
國
社
會
科
學
出
版
社

勝
呂
信
靜
（
一
九
七
二
） 

「
窺
基
の
法
華
玄
贊
に
お
け
る
法
華
經
解
釋
」『
法
華
經
の
中
國
的
展
開
』
平
樂
寺
書
店
、
三
四
三
〜
三
七
二
頁

關
口
眞
大
（
一
九
六
七
） 

『
逹
磨
の
硏
究
』
岩
波
書
店

田
中
良
昭
（
一
九
八
三
） 

「
傳
燈
・
嗣
承
に
關
す
る
諸

獻
」『
敦
煌
禪
宗

獻
の
硏
究
』
大
東
出
版
社
、
二
一
〜
一
六
六
頁

竺
沙
雅
章
（
二
〇
〇
〇
） 
「
新
出
資
料
よ
り
み
た
遼
代
の
佛
敎
」『
宋
元
佛
敎

化
史
硏
究
』、
八
三
〜
一
〇
九
頁

土
橋
秀
高
（
一
九
八
〇
） 
「
敦
煌
本
に
み
ら
れ
る
種
々
の
菩
薩
戒
儀
」『
戒
律
の
硏
究
』
永
田

昌
堂
、
五
〇
六
〜
六
六
〇
頁

妻
木
直
良
（
一
九
一
一
） 

「
燉
煌
石
室
五
種
佛
典
の
解
說
」『
東
洋
學
報
』
第
壹
卷
第
壹
號
、
三
五
〇
〜
三
六
五
頁

鄭
炳
林
・
陳
雙
印
（
二
〇
〇
五
） 「
敦
煌
冩
本
《
諸
山
聖
跡
志
》
作
者
探
微
」『
敦
煌
硏
究
』
二
〇
〇
五
‐
一
（
總
八
十
九
）
一
〜
八
頁

寺
井
良
宜
（
一
九
八
八
） 

「
中
國
の
『
法
華
玄
贊
』
末
疏
に
つ
い
て
」『
天
台
學
報
』
二
十
九
、一
三
三
〜
一
三
七
頁

土
肥
義
和
（
一
九
八
〇
） 

「
歸
義
軍
（
唐
後
期
・
五
代
・
宋
初
）
時
代
」『
講
座
敦
煌
２　

敦
煌
の
歷
史
』
大
東
出
版
社
、
二
三
五
〜
二
九
六
頁

西
脇
常
記
（
二
〇
〇
九
） 

「
出
口
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
一
斷
片
に
よ
せ
て
」『
中
國
古
典
社
會
に
お
け
る
佛
敎
の
諸
相
』
知
泉
書
館
、
一
一
三
〜

一
三
四
頁

布
施
浩
岳
（
一
九
三
五
） 

「
提
婆
品
眞
諦
譯
出
說
考
」『
佛
敎
學
の
諸
問
題
』
岩
波
書
店
、
八
二
八
〜
八
四
八
頁

船
山
徹
（
二
〇
〇
六
） 

「
眞
諦
三
藏
の
著
作
の
特
徵
」『
關
西
大
學
東
西
學
術
硏
究
所
紀
要
』
三
十
八
、九
七
〜
一
二
二
頁

方
廣

（
二
〇
〇
〇
） 

『
英
國
圖
書
館
藏
敦
煌
遺
書
目
錄　

斯
６
９
８
１
號
〜
斯
８
４
０
０
號
』
宗
敎

化
出
版
社

柳
田
聖
山
（
一
九
七
六
） 

『
禪
の
語
錄
３　

初
期
の
禪
史
Ⅱ
』
筑
摩
書
房

楊
曾

（
一
九
九
六
） 

『
神
會
和
尙
禪
話
錄
』
中
華
書
局

吉
岡
義
豐
（
一
九
五
九
） 

「
道
佛
二
敎
の
對
辯
書
と
し
て
の
「
漢
法
本
內
傳
」
の
成
立
に
つ
い
て
」『
道
敎
と
佛
敎　

第
一
』
丸
善
、
二
七
六
〜

三
〇
八
頁
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注

（
1
） 
又
蕭
梁
末
有
眞
諦
三
藏
、
於
壇
邊
種
菩
提
樹
兩
株
、
吿

僧
曰
、「
好
看
此
樹
。
於
後
有
菩
薩
僧
、
於
此
樹
下
演
無
上
乘
」。
於
後
能
大
師
於

此
樹
下
坐
、
爲

人
開
東
山
法
門
。
應
眞
諦
三
藏
記
也(

出
『
眞
諦
三
藏
傳
』)

。（
四
一
二
〜
四
一
三
頁
）

（
2
） 『
祖
堂
集
』
に
お
け
る
「
七
事
記
」
引
用
を
知
ら
せ
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
大
竹
晉
氏
で
あ
る
。

（
3
） 「
疏
主
」
は
「『
法
華
玄
贊
』
の
著
者
」
の
意
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
こ
は
「
大
唐
三
藏
」
と
對
に
な
っ
て
い
る
か
ら
特
に
『
法
華
經
』
に
限

定
さ
れ
な
い
言
い
方
と
解
し
た
。『
宋
高
僧
傳
』
唐
京
兆
大
慈
恩
寺
窺
基
傳
に
は
「
凡
今
天
下
佛
寺
圖
形
、
號
曰
『
百
本
疏
主
眞
』、
高
宗
大

帝
製
讚
。
一
云
、
玄
宗
」（
大
正
五
〇
・
七
二
六
中
）
と
云
う
。

（
4
） 

羅
什
譯
『
妙
法
蓮
華
經
』
觀
世
音
菩
薩
普
門
品
に
「
悲
體
戒
雷
震
、
慈
意
妙
大
雲
、
澍
甘
露
法
雨
、
滅
除
煩
惱
焰
」（
高
麗
九
・
七
九
五
上
）

と
云
う
。
大
正
藏
校
勘
記
に
よ
れ
ば
敦
煌
本
二
本
は
「
意
」
を
「
音
」
に
作
る
（
大
正
九
・
五
八
）。
な
お
、『
玄
贊
』
の
內
容
に
つ
い
て
は
勝

呂
（
一
九
七
二
）
が
參
考
に
な
っ
た
が
、普
門
品
偈
の
問
題
に
つ
い
て
「
後
人
の
添
足
」
說
を
窺
基
の
主
張
と
し
て
い
る
の
に
は
疑
問
が
あ
る
。

『
玄
贊
』
の
見
解
は
、『
添
品
法
華
』
の
行

で
は
偈
の
存
在
が
不
自
然
で
あ
る
も
の
の
、結
論
と
し
て
は
有
無
ど
ち
ら
で
も
か
ま
わ
な
い
（「
有

頌
既
不
乖
宗
、
設
無
亦
何
違
理
」
大
正
三
四
・
六
六
〇
上
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
5
） 「
鈔
」
と
名
付
け
た
の
は
、
澄
觀
『
大
方
廣
佛
華
巖
經
隨
疏
演
義
鈔
』
や
宗
密
『
圓
覺
經
大
疏
釋
義
鈔
』
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。『
玄
贊
』

へ
の
複
注
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
、
本
節
（
三
）
で
述
べ
る
よ
う
に
そ
の
注
釋
態
度
が
澄
觀
、
宗
密
の
兩
書
同
樣
、
經

の
逐
條
注
を
越
え
て

廣
く
話
題
を
展
開
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
も
表
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
ま
た
、拙
稿
四
節（
四
）で
紹
介
す
る
よ
う
に
敦
煌
よ
り
發
見
さ
れ
た『
玄

贊
』
複
注
の
擬
題
と
し
て
は
す
で
に
『
玄
贊
釋
』
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
と
區
別
す
る
意
味
も
あ
る
。

（
6
） 

船
山
（
二
〇
〇
六
）
に
よ
る
。
眞
諦
の
門
人
・
慧
愷
の
「
攝
大
乘
論
序
」
で
は
、「
有
三
藏
法
師
、
是
優
禪
尼
國
婆
羅
門
種
、
姓
頗
羅
墮
、
名

拘
羅0

那0

他
、
此
土
翻
譯
、
稱
曰
親
依
」（
高
麗
一
六
・
一
一
〇
四
上
中
）
と
あ
り
、『
續
高
僧
傳
』
拘
那
羅
陀
傳
で
は
「
拘
那0

羅0

陀
、
陳
言
親
依
。

或
云
波
羅
末
陀
、
譯
云
眞
諦
、
竝
梵

之
名
字
也
。
本
西
天
竺
優
禪
尼
國
人
焉
」（
高
麗
三
二
・
九
一
四
下
）」
と
あ
る
。
船
山
氏
は
、「
拘
那0

羅0

陀
」
と
い
う
表
記
は
ｌ
ａ
音
と
ｎ
ａ
音
がm

etathesis

を
起
こ
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、「
拘
羅0

那0

他
」
が
正
し
い
と
指
摘
す
る
。『
玄
贊
鈔
』
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は
『
玄
贊
』
の
「
拘
羅
那
陀
」
を
「
拘
那
羅
陀
」
に
訛
り
、
漢
譯
も
「
家
依
」
を
「
衆
依
」
に
誤
っ
て
お
り
（
こ
ち
ら
は
ス
タ
イ
ン
本
筆
寫

者
の
誤
り
で
あ
り
う
る
）、
原
語
と
翻
譯
の
問
題
を
論
ず
る

章
そ
の
も
の
に
訛
傳
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
。

た
だ
し
、『
玄
贊
鈔
』
が
『
玄
贊
』
の
複
注
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
ほ
ど
の
差
異
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
7
） 「
却
迴
東
印
度
國
」、
も
と
「
却
迴
來
印
國
」
に
作
る
。「
來
」
は
「
東
」
と
形
が
似
る
こ
と
に
よ
る
誤
り
、
さ
ら
に
「
印
」
と
「
國
」
の
閒
に

「
度
」
を
脫
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、『
續
高
僧
傳
』
拘
那
羅
陀
傳
で
眞
諦
の
故
郷
と
さ
れ
る
「
優
禪
尼
國
」
は
「
西
天
竺
」
に

あ
る
の
で
、「
東
印
度
國
」
へ
「
迴
」
る
こ
と
を
「
歸
國
」
と
表
現
す
る
の
は
不
審
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
來
」
字
に
誤
り
は

な
く
、
し
か
し
「
印
」
の
前
に
「
西
」
字
を
脫
し
て
お
り
、「
却
迴
來
西
印
度
國
」
が
正
し
い
本

に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
今
は
句
作

り
の
自
然
さ
か
ら
「
却
迴
東
印
度
國
」
と
校
訂
を
こ
こ
ろ
み
た
。
第
４
行
か
ら
第
１
３
行
目
に
お
い
て
、
眞
諦
が
「
東
印
度 

自
從
（
よ
）
り

優
禪
尼
國
へ
往
」
こ
う
と
し
て
い
た
こ
と
、
中
印
度
の
菩
提
逹
磨
よ
り
も
漢
土
の
事
情
に
詳
し
か
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、『
眞
諦
沙
門
行

記
』
は
眞
諦
の
出
身
を
東
印
度
と
考
え
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

（
8
） 

布
施
（
一
九
三
五
）
は
、提
婆
品
眞
諦
插
入
說
が
史
實
と
し
て
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
拙
稿
の
目
的
は
あ
く
ま
で
も
『
玄
贊
』

お
よ
び
『
玄
贊
鈔
』
の
主
張
を
考
察
す
る
こ
と
だ
が
、『
玄
贊
』
說
に
疑
惑
が
あ
る
こ
と
を
『
玄
贊
鈔
』
が
意
識
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。

（
9
） 『
古
淸
凉
傳
』
卷
上
「
立
名
標
化
一
」
に
云
う
、「
一
名
五
臺
山
。
其
中
五
山
高
聳
、頂
上
竝
不
生
林
木
、事
同
積
土
、故
謂
之
臺
也
。
酈
元
『
水

經
』
云
、〈
其
山
五
巒
巍
然
、
迴
出
群
山
之
上
、
故
謂
五
峯
〉」（
大
正
五
一
・
一
〇
九
三
上
）
と
。
た
だ
し
筆
者
は
現
行
の
酈
道
元
『
水
經
注
』

に
こ
の
記
事
を
見
出
し
て
い
な
い
。

（
10
） 

智
嚴
・
寶
雲
共
譯
『
佛
說
四
天
王
經
』
に
云
う
、「
三
十
日
四
王
復
自
下
、
四
王
下
者
、
日
月
・
五
星
・
二
十
八
宿
、
其
中
諸
天
僉
然
俱
下
。

四
王
命
曰
、〈
勤
伺

生
、
施
行
吉
凶
…
…
〉」（
高
麗
二
〇
・
六
二
一
中
）。
お
そ
ら
く
は
僞
經
で
あ
る
失
譯
『
妙
法
蓮
華
經
馬
鳴
菩
薩
品
』
に

も
ほ
ぼ
同

が
見
え
る
（
大
正
八
五
・
一
四
二
八
中
）。

（
11
） 『
華
巖
經
』
菩
薩
住
處
品
に
云
う
、「
東
北
方
有
菩
薩
住
處
、
名
淸
凉
山
、
過
去
諸
菩
薩
常
於
中
住
。
彼
現
有
菩
薩
、
名

殊
師
利
、
有
一
萬

菩
薩
眷
屬
、
常
爲
說
法
」（
高
麗
八
・
二
一
〇
上
）。

（
12
） 『
歷
代
法
寶
記
』
菩
提
逹
摩
多
羅
章
に
云
う
、「
帝
又
問
、〈
朕
造
寺
度
人
、
寫
經
鑄
像
、
有
何
功
德
〉。
大
師
答
曰
、〈
竝
無
功
德
〉。
答
曰
、〈
此
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乃
有
爲
之
善
、
非
眞
功
德
〉。
武
帝
凡
情
不
曉
、
乃
辭
出
國
」（
大
正
五
一
・
一
八
〇
下
）。

（
13
） 『
解
深
密
經
』
で
は
「
說
」
字
が
無
い
。
偈
と
し
て
は
原
經

が
ふ
さ
わ
し
い
が
、
あ
え
て
改
め
は
し
な
か
っ
た
。

（
14
） 『
玄
贊
』
は
「
一
乘
の
義
」
を
論
じ
る
中
で
玄
奘
譯
『
攝
大
乘
論
』
卷
三
の
偈
を
引
用
し
、『
法
華
經
』
は
主
に
不
定
種
姓
の
聲
聞
獨
覺
の
た

め
に
一
乘
を
說
い
て
い
る
と
言
う
（「
一
〈
爲
引
攝
一
類
〉、
不
定
種
姓
聲
聞
獨
覺
。
令
依
大
乘
般
涅
槃
、
故
法
華
一
會
多
爲
此
類
說
於
一
乘
」

大
正
三
四
・
七
一
六
上
）。
ま
た
『
勝
鬘
經
』『
涅
槃
經
』
に
說
か
れ
る
一
乘
說
と
の
差
異
と
し
て
も
、
對
象
が
不
定
性
で
あ
る
こ
と
を
擧
げ
る

（「
第
四
彰
差
別
者
、
此
說
一
乘
、
與
『
勝
鬘
』『
涅
槃
經
』
所
說
一
乘
差
別
之
相
、
此
通
理
智
、
彼
唯
佛
性
。
此
唯
攝
入
、
彼
通
出
生
。
此
唯

有
性
、
彼
通
無
性
。
此
唯
不
定
性
、
彼
通
定
性
…
…
」
大
正
三
四
・
七
一
六
下
）。
勝
呂
（
一
九
七
二
）
も
參
照
。

（
15
） 『
萬
部
四
緣
結
集
錄
記
』
に
つ
い
て
は
初
稿
脫
稿
後
に
、『
有
部
四
緣
結
集
錄
記
』
の
誤
寫
で
な
い
か
と
の
ご
意
見
を
池
田
將
則
氏
よ
り
賜
っ
た
。

池
田
氏
に
よ
れ
ば
六
因
・
四
緣
は
說
一
切
有
部
の
特
徵
的
敎
義
で
あ
る
か
ら
、
該
書
は
有
部
の
祖
師
た
ち
が
六
因
・
四
緣
に
代
表
さ
れ
る
敎

義
を
結
集
し
て
い
っ
た
記
錄
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
池
田
氏
も
注
意
さ
れ
て
い
た
が
原
寫
本
に
お
い
て
「
萬
」
は
「
万
」
と
表
記
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
は
「
有
」
に
字
形
が
似
る
か
ら
、
傾
聽
す
べ
き
說
と
思
わ
れ
る
。

（
16
） 

吉
岡
（
一
九
五
九
）
を
參
照
。

（
17
） 

案
『
本
行
經
』
云
、『
雜
阿
含
經
』『
普
曜
經
』
云
、『
應
瑞
經
』『

殊
師
利
涅
槃
經
』『
淸
淨
法
行
經
』『
無
垢
光
轉
女
身
經
』『
決
定
毘
尼
經
』

『
大
佛
頂
經
』『
金
剛
三
昧
經
』『
法
句
經
』『
佛
藏
經
』『
瓔
珞
經
』『
花
嚴
經
』『
大
般
若
經
』『
禪
門
經
』『
涅
槃
經
』『
楞
伽
經
』『
思
益
經
』『
法

華
經
』『
維
摩
經
』『
藥
師
經
』『
金
剛
般
若
經
』『
付
法
藏
經
』『
道
敎
西
昇
經
』『
釋
法
琳
傳
』『
釋
虛
實
記
』『
開
元
釋
敎
』『
周
書
異
記
』『
漢

法
內
傳
』 『
尹

內
傳
』『
牟
子
』『
列
子
』『
苻
子
』『
吳
書
』『

古
錄
』
及
『
楊
楞
伽

都
故
事
』
等
…
…
（
大
正
五
一
・
一
七
九
上
）

（
18
） 

柳
田
（
一
九
七
六
）「
は
じ
め
に
」
參
照
。

（
19
） 

田
中
（
一
九
八
三
）
第
二
節
「『
付
法
藏
因
緣
傳
』
と
『
付
囑
法
藏
傳
略
抄
』」、
第
五
節
「『
壇
法
儀
則
』
の
「
付
法
藏
品
部
第
三
十
五
」」
に

考
察
と
錄

が
あ
る
。

（
20
） 

齋
藤
（
二
〇
〇
八
）
ａ
參
照
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
齋
藤
（
二
〇
〇
八
）
ａ
で
は
Ｓ
二
二
七
二
Ｖ
『
金
剛
經
心
印
儀
』
に
つ
い
て
の
專
論
が
そ

れ
ま
で
に
な
か
っ
た
と
書
い
た
が
、
そ
の
後
、
土
橋
秀
高
「
敦
煌
本
に
み
ら
れ
る
種
々
の
菩
薩
戒
儀
」（『
戒
律
の
硏
究
』
永
田

昌
堂
、
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一
九
八
〇
年
）
が
寫
本
首
部
の
書
影
と
全

の
錄

を
收
錄
し
て
い
る
こ
と
に
氣
づ
い
た
。
土
橋
氏
は
さ
ら
に
書
寫
上
の
特
徵
や
『
梵

經
』

と
の
關
連
に
つ
い
て
も
解
說
を
加
え
て
お
ら
れ
、
そ
れ
は
拙
稿
の
考
察
に
先
立
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
土
橋
氏
と
讀
者
諸
賢

に
お
詫
び
と
訂
正
申
し
上
げ
る
。

（
21
） 

關
口
（
一
九
六
七
）
一
一
七
〜
一
二
三
頁
、
一
九
五
〜
一
九
八
頁
。

（
22
） 『
禪
學
典
籍
叢
刊
』
別
卷
、
一
二
三
頁
、
楊
曾

（
一
九
九
六
）
七
頁
。

（
23
） 『
宋
高
僧
傳
』
卷
二
「
唐
五
臺
山
佛
陀
波
利
傳
」、
ま
た
神
林
（
一
九
三
五
）
參
照
。

（
24
） 

至
天
監
十
年
、
三
藏
入
臺
山
、
却
還
本
國
（
四
〇
五
〜
四
〇
六
頁
）。

（
25
） 

異
說
云
、
吾
師
加
趺
、
心
在
乎
定
、
奄
若
蟬
蛻
、
後
人
哀
思
、
高
塔
厚
葬
。
不
亦
盛
乎
（
卷
六
・
十
五
葉
左
）。  

（
26
） 

後
以
誓
向
韶
州
、
禮
祖
師
塔
。
不
遙
千
里
、
得
詣
曹
溪
、
香
雲
忽
起
、
盤
旋
於
塔
廟
之
前
、
靈
鶴
倏
來
、

唳
於
樓
臺
上
。
寺
衆
愕
然
、
共

相
謂
曰
、「
如
此
瑞
祥
、
實
未
曾
有
、
應
是
禪
師
來
儀
之
地
也
」（
卷
十
七
・
溟
州
梵
日
章
）。

（
27
） 『
諸
山
聖
跡
志
』
に
つ
い
て
は
、
鄭
炳
林
・
陳
雙
印
（
二
〇
〇
五
）、
齋
藤
（
二
〇
〇
八
）
ｂ
を
參
照
。

（
28
） 

土
肥
（
一
九
八
〇
）
第
四
章
「
歸
義
軍
と
敦
煌
佛
敎
敎
團
」
參
照
。

（
29
） 

こ
の
ほ
か
、
第
７
行
に
見
え
る
「
占
波
國
」
な
る
地
名
も
手
掛
か
り
と
な
り
得
る
か
も
知
れ
な
い
。「
占
波
國
」
は
、
通
常
「
占
婆
」
と
表
記

さ
れ
る
國
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
續
高
僧
傳
』
拘
那
羅
陀
傳
の
「
波
羅
末
陀
」
が
『
玄
贊
』
で
「
婆
羅
末
陀
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
を
思
え
ば

（
本
稿
第
一
節
參
照
）、
唐
五
代
に
お
い
て
「
波
」
と
「
婆
」
は
し
ば
し
ば
混
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
新
唐
書
』
南
蠻
下
・
環
王
傳
に

は
「
環
王
、本
の
林
邑
な
り
。
一
に
曰
く
占
不
勞
、亦
た
曰
く
占
婆
」、「
永
徽
よ
り
天
寶
に
至
る
ま
で
、凡
そ
三
た
び
入
獻
す
。
至
德
（
七
五
六

〜
七
五
七
）
後
、
號
を
環
王
に
更
む
」
と
あ
っ
て
、
も
し
「
環
王
」
な
る
國
號
と
「
占
不
勞
」
や
「
占
婆
」
と
い
っ
た
別
名
が
不
可
分
の
も

の
で
あ
れ
ば
、「
占
婆
」
も
し
く
は
「
占
波
」
は
至
德
年
閒
以
後
に
あ
ら
わ
れ
た
呼
稱
と
な
る
。
し
か
し
、
史
爲
樂
主
編
『
中
國
歷
史
地
名
大

辭
典
』
上
「
占
婆
國
」「
占
城
國
」
の
項
は
、
占
婆
國
と
は
す
な
わ
ち
占
城
國
で
あ
り
、
舊
名
の
林
邑
ま
た
は
環
王
か
ら
九
世
紀
後
半
に
改
稱

さ
れ
た
と
す
る
（
七
二
八
頁
）。
こ
の
問
題
は
今
の
筆
者
の
能
力
を
越
え
て
い
る
が
、
大
方
の
ご
敎
示
を
仰
ぐ
意
味
で
あ
え
て
注
記
し
て
お
き

た
い
。



法相宗の禪宗批判と眞諦三藏

335

（
30
） 

大
同
中
、
勅
直
後
張
氾
等
、
送
扶
南
獻
使
返
國
、
仍
請
名
德
三
藏
、
大
乘
諸
論
『
雜
華
經
』
等
。
眞
諦
遠
聞
行
化
、
儀
軌
聖
賢
、
搜
選
名
匠
、

惠
益
民
品
。
彼
國
乃
屈
眞
諦

齎
經
論
、
恭
膺
帝
旨
。
既
素
蓄
在
心
、
渙
然
聞
命
（
高
麗
三
二
・
九
一
四
下
）。

（
31
） 
屬
道
銷
梁
季
、
寇
羯
憑
陵
、
法
爲
時
崩
、
不
果
宣
述
、
乃
步
入
東
土
（
高
麗
三
二
・
九
一
五
上
）。

（
32
） 

會
楊
輦
碩
望
、
恐
奪
時
榮
乃
奏
曰
、「
嶺
表
所
譯

部
、
多
明
無
塵
唯
識
。
言
乖
治
術
、
有
蔽
國
風
。
不
隷
諸
華
、
可
流
荒
服
」。
帝
然
之
。

故
南
海
新

有
藏
陳
世
（
高
麗
三
二
・
九
一
五
下
）。

（
33
） 

餘
有
未
譯
梵
本
書
竝
多
羅
樹
葉
、
凡
有
二
百
四
十
甲
。
若
依
陳
紙
翻
之
、
則
列
二
萬
餘
卷
。
今
見
譯
訖
、
止
是
數
甲
之

、
竝
在
廣
州
制
旨

王
園
兩
寺
（
高
麗
三
二
・
九
一
六
上
）。

（
34
） 

西
域
統
一
世
之
敎
以
爲
三
時
。
謂
有
敎
・
空
敎
・
不
空
不
有
敎
。
此
方
以
五
時
辯
例
。
一
則
四
諦
、
二
則
般
若
、
三
則
淨
名
・
思
益
等
、
四

法
華
、
五
涅
槃
。
或
有
謂
之
不
然
。
今
存
乎
古
也
（
卷
二
・
八
葉
左
）。

（
35
） 

慈
恩
寺
基
に
よ
れ
ば
、
眞
諦
三
藏
と
戒
賢
の
敎
判
で
あ
る
。
た
だ
し
眞
諦
說
は
說
時
と
敎
說
と
を
一
致
さ
せ
る
發
想
が
不
適
切
で
あ
る
と
し

て
批
判
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
經
典
に
つ
い
て
敎
說
の
別
を
判
定
す
る
戒
賢
說
が
正
說
と
さ
れ
て
い
る
。『
阿
彌
陀
經
通
贊
疏
』
序
に
云

う
、「
三
、
梁
朝
眞
諦
三
藏
判
如
來
一
代
時
敎
爲
三
時
。
一
有
敎
、
二
空
敎
、
三
非
空
非
有
敎
…
…
第
二
、
應
理
圓
實
宗
判
敎
者
、
卽
那
爛
陀

寺
有
論
師
名
戒
賢
、
依
彌
勒
菩
薩
爲
宗
主
、
判
敎
爲
三
時
。
一
有
敎
、
一
代
時
敎
說
有
處
是
。
二
空
敎
、
但
說
空
處
是
。
三
非
空
非
有
敎
、

但
說
非
空
非
有
處
是
。
依
圓
是
有
、
遍
計
等
無
。
是
眞
諦
但
以
將
敎
就
時
此
非
也
、
戒
賢
論
師
將
時
就
敎
爲
正
」（
大
正
三
七
・
三
三
〇
中
下
）

と
。

（
36
） 

中
國
全
土
に
わ
た
る
『
法
華
玄
贊
』
硏
究
史
に
つ
い
て
は
、
寺
井
（
一
九
八
八
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
37
） 

詮
明
と
そ
の
『
法
華
玄
贊
』
注
解
に
つ
い
て
は
、
竺
沙
（
二
〇
〇
〇
）、
西
脇
（
二
〇
〇
九
）
を
參
照
。

（
38
） 『
佛
書
解
說
大
辭
典
』
は
撰
者
を
後
唐
の
可
周
と
す
る
が
、
根
據
は
不
明
で
あ
る
（
執
筆
擔
當
は
橋
本
凝
胤
氏
）。

（
39
） 

な
お
、『
英
國
圖
書
館
藏
敦
煌
遺
書
目
錄　

斯
６
９
８
１
號
〜
斯
８
４
０
０
號
』
は
、
Ｓ
〇
七
八
八
六
＋
Ｓ
〇
七
八
八
七
を
「
妙
法
蓮
華
經
讚

（
擬
）」
と
し
て
著
錄
し
、「
本

獻
未
爲
歷
代
大
藏
經
所
收
」
と
注
記
す
る
が
、
二
四
四
頁
の
錄

を
見
る
限
り
は
『
法
華
玄
贊
』
卷
第
七
末

（
大
正
・
七
七
八
中
下
）
の

で
あ
る
。
敦
煌
に
お
け
る
『
玄
贊
』
の
新
た
な
寫
本
と
し
て
報
吿
し
て
お
き
た
い
。
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▼
附
錄

敦
煌

書
ス
タ
イ
ン
二
五
四
六
「
妙
法
華
華
經
玄
贊
鈔
（
擬
）」
錄

﹇
凡
例
﹈

１
、

注
は
【　

】
內
に
入
れ
た
。

２
、
句
讀
點
お
よ
び
引
用
、
書
名
な
ど
の
符
號
は
、
作
成
者
が
私
に
付
し
た
。

３
、
俗
字
、
略
字
は
通
行
の
字
體
に
改
め
た
。

４
、
誤
寫
と
思
わ
れ
る
字
は
、（　

）
內
に
訂
正
し
た
。

５
、
脫
字
は
、
推
測
に
よ
り
〔　

〕
內
に
お
ぎ
な
っ
た
。

６
、
本

の
訂
補
は
明
ら
か
に
意
味
が
通
ら
な
い
場
合
に
と
ど
め
、
字
を
改
め
る
に
至
ら
な
い
疑
念
が
あ
る
場
合
は
注
と
し
て
示
し
た
。

７
、『
解
深
密
經
』『
成
唯
識
論
』
お
よ
び
『
成
唯
識
論
述
記
』
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
大
正
藏
本
と
の
異
同
を
太
字
と
注
と
で
示
し
た
。

（
１
）　 

依
七
朝
飜
譯
年
代
、
大
唐
三
藏
迴
駕
五
天
、
慈
恩
疏
主
制
疏
之
時
、
因
爲
「
觀
音
品
」
後

（
２
）　 

偈
中
「
音
」「
意
」
二
字
、
及
「
提
婆
品
」
龍
女
眞
化
時
閒
、
三
藏
勘
前
後
梵
夾
・
今
部
（
七
）
七
（
部
）
譯
、
一
一

（
３
）　 

添
品
。
有
十
（
七
）
譯
、
皆
具
譯
主
名
字
、
此
引
眞
諦
三
藏
來
時
行
龍
（
記
）、
證
驗
聖
敎
東

（
４
）　 

流
眞
僞
、
及
梵
僧
訛
正
言
音
、
以
此
略
明
唐
梵
。『
梁
史
內
傳
』
云
、「
梁
末
有
天
竺
優

（
５
）　 

禪
尼
國
沙
門
拘
那
羅
陀
、
此
云
衆
依
」。
此
是
舊
梵
語
、
此
稍
訛
也
。
緣
國1

是
天
竺

（
６
）　 

東
卽
（
印
）
度
之
言
音
也
。
准
『
眞
諦
沙
門
行
記
』、
自
從
東
印
度
往
優
禪
尼
國
、

（
７
）　 

往
中
印
度
、
入
摩
竭
陀
國
、
去
時
與
震
旦
境
占
波
國
採
寶
商
人
數
十
替
相

（
８
）　 

隨
、
至
摩
竭
國
人
界
、
逢
一
梵
僧
、
神
儀
高
爽
、
言
韻
淸
切
、
稽
首
伴
談
云
、
從
中

（
９
）　 

國
來
、
眞
諦
與
商
附
侍
、
請
宣
梵
字
芳
猷
、
遂
取
菩
提
逹
磨
、
謂
我
云
、「
有
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（
１
０
）
學
耶
、
无
學
耶
」、
眞
諦
故
將
行
李
一
一
具
陳
所
以
、
又
問
、「
支
那
國
去
此
多
少
地

（
１
１
）
里
、
我
要
親
禮
臺
山
大
聖

殊
師
利
、
如
何
與
我
指
示
」。
眞
諦
既
聞
此
語
、
恐
是

（
１
２
）
聖
德
示
身
、
一
一
具
說
、
又
蒙
問
祖
塔
南
北
近
遠
、
分
析
既
了
、
便
乃
辭
違
、
西
入

（
１
３
）
中
天
、
經
八
載
。『
傳
記
』
又
云
、「
來
去
一
十
三
年
、
始
却
東
來
、
今
依
八
年
、
復
於
中
印

（
１
４
）
度
那
爛
陀
寺
學
五
明
論
、
兼
『
瑜
伽
』
及
『
法
花
經
』
梵
本
、
便
欲
却
迴
來
（
東
）
印
〔
度
〕
國
、
彼

（
１
５
）
寺
中
有
尙
（
上
）
座
苾
蒭
、
知
眞
諦
歸
國
、
尙
（
上
）
座
遂
問
眞
諦
、〈
阿
闍
梨
入
此
國
來

（
１
６
）
時
、
逢
苾
蒭
否
〉。
答
言
、〈
曾
逢
〉、
又
問
、〈
有
何
請
益
〉。
眞
諦
答
尙
（
上
）
座
曰
、〈
彼
曾
問
我

（
１
７
）
支
那
國
去
地
里
多
少
、
我
遂
二
（
一
一
？
）〔
爲
？
〕
他
指
說
〉。
尙
（
上
）
座
聞
、
不
兌
（
免
）
傷
嘆
、〈
苦
哉
苦
哉
〉、

（
１
８
）〔
謂
〕
眞
諦
曰
、〈
爾
不
應
知
。
此
非
淨
沙
門
、
此
非
是
菩
薩
。
逹
磨
是
此
中
天
衆
內

（
１
９
）
不
祥
之
人
也
。
在
此
衆
中
、
以
非
言
是
、
以
是
言
非
、
惑
亂
禪
那
、
孤
（
狐
）
心
外
見
、

（
２
０
）
苦
哉
東
度
、
薄
福
蒼
生
、
遭
彼
罪
人
、
毀
滅
正
法
、
此
閒
擯
嘿2

、
耻
衆
逃
形
、

（
２
１
）
因
稱
巡
禮
〉。
尙
（
上
）
座
又
吿
眞
諦
、〈
師
可
速
入
支
那
弘
流
、
莫
使
罪
人
損
壞
善

（
２
２
）
種
〉。
眞
諦
辭
其
中
國
、
便
乃
東
行
、
經
數
年
、
至
五
峰
山
下
。
忽
見
一
隊
行
李
、
異

（
２
３
）
常
神
鬼
三
十
餘
人
、
歌
樂
幡
花
、
又
有
王
子
騎
馬
、
身
服
錦
裳
。
眞
諦
忽
逢
驚
訝
、

（
２
４
）
迴
避
山
門
、
良
久
有
一
老
人
、
山
中
出
來
。
見
而
問
曰
、〈
此
是
何
人
行
李
〉。
老
人
答
曰
、

（
２
５
）〈
師
不
應
知
。
適
來
過
者
、
是
多
聞
護
世
之
行
李
〉。
三
藏
又
問
老
人
、〈
汝
是
何
處
人
〉。

（
２
６
）
答
曰
、〈
我
是
五
峰
山
神
、
適
來
天
王
、
令
我
見
師
、
有
是
諮
報
。
請
三
藏
速
行
。
緣

（
２
７
）
支
那
主
將
末
（
沒
）、
恐
无
人
飜
譯
正
法
、
有
妖
人
、
自
稱
得
法
、
已
壞
金
言
、
惑
亂
賢

（
２
８
）
聖
、
衆
生
顚
墜
、
聖
道
永
虧
、
正
邪
不
辯
、
天
王
憂
衞
、
特
現
姿
容
、
願
師
與
陳
（

）

（
２
９
）
早
至
梁
國
〉。
言
訖
、
老
人
沒
。
三
藏
思
寢

然
、
天
王
暗
使
鬼
神
持
開3

五
百

（
３
０
）
里
高
山
路
。
眞
諦
至
梁
朝
已
、
見
逹
磨
於
武
帝
妖
語
流
行
、
卽
心
傳
心
、
惑
亂
梁
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（
３
１
）
主
。
三
藏
雖
到
、
尙
未
明
言
、
无
賴
罪
人
障
礙
翻
譯
、
遂
將
蹤
跡
、
一
一
奏
聞
。
梁
主

（
３
２
）
細
知
、
逓
過
江
北
、
又
魏
國
逢
著
菩
提
留
支
、
被
具
述
謬
僞
。
南
北
不
容
言
、
入
嵩
山

（
３
３
）
少
林
寺
、
慚
耻
山
閒
」。『
付
法
藏
傳
』
及
『
法
住
記
』『
漢
內
（
法
）
法
（
內
）
傳
』『
萬
部
四
緣
結
集
錄
記
』4

『
五

（
３
４
）
師
傳
敎
次
第
』、
竝
无
逹
磨
之
名
、
實
非
聖
德
、
竝
不
可
依
也
。
若
依
『
唯
識
論
』
云
、「
此

（
３
５
）
識
若
无5

、
便
无
俗
諦
。
俗
諦
无
故
、
眞
諦
亦
无
。
眞
俗
相
依
而
建
立
故
」。
慈
恩
釋

（
３
６
）
云
、「
若
唯
識
无
、
便
是
无
俗
諦
、
无6

俗
諦
卽
依
他
故
。
俗
諦
若
无
、
亦
无
眞
諦
、

（
３
７
）
以
眞
俗
相
依
建
立
故
。
依
識
俗
事
、
有
眞
識
理
。
此
二
相
依
、
互
相
待
故
、
闕
一

（
３
８
）
不
可
」。
又
論
云
、「
撥
无
二
諦
、
是
惡
趣
（
取
）7

空
。
諸
佛
說
爲
不
可
治
者
。
應
知
諸
法
有
空

（
３
９
）
不
空
、
由
此8

尊
說9

二
頌
」。
慈
恩
釋
云
、「
若
撥
无
識
及
性
、
卽
撥
无
二
諦
。
諸10

佛
說

（
４
０
）
爲
不
可
治
者
、
沈
淪
生
死
、
病
根
深
故
、
卽
淸
辯
等
。
應
知
諸
法
遍
計
所
執
无

（
４
１
）
故
有
空
、
依
他
・
圓
成
有
故
有
不
空
也
。
故
彌
勒
說
前
二
頌
、
卽
前
中
邊
頌
」。
言
、

（
４
２
）「
虛
妄
分
別
有
、
於
此
二
都
无
。
此
中
唯
有
空
、
於
彼
亦
有
此
。
故
說
一
切
法
、
非
空
非
不
空
。

（
４
３
）
有
无
及
有
故
、
是
則

中
道
」。
又
第
三
論
云
、「
有
執
大
乘
遣
相
空
理
、
爲
究
竟
者
、
依

（
４
４
）
似
比
量
、
撥
无
此
識
及
一
切
法
」。
慈
恩
云
、「
淸
辯
无
相
大
乘
、
於
俗
諦
中
、
亦
說
依
他
・
圓

（
４
５
）
成
有
故
、
眞
諦
皆
空11

。
今
言
空
者
遣
遍
計
所
執
相12

、
彼
執
此

、
爲
正
解
故
。
彼
依

（
４
６
）『
掌
珍
』
眞
性
有
爲
空
等
似
比
量
、
撥
无
此
識
及
一
切
法
、
皆
言
无
體
」。

（
４
７
）
疏
、
當
第
四
・
廿
三
紙
也
。
論
、「
彼
特
違

前
所
引
經
」。
慈
恩
釋
云
、「
違
前
染
淨
集
起
心
故13

」。

（
４
８
）
論
、「
知14

斷
證
修
、
染
淨
因
果
、
皆
非
實
有15

、
成
大
邪
見
」。
慈
恩
釋
云
、「
知
苦
斷
集
、
證
滅

（
４
９
）
修
道
。
染
苦
集
、
淨
滅
道
、
集
道
因
、
苦
滅
果
、
皆
執16

非
實
、
成
大
邪
見
。
彼
若
救

（
５
０
）
言
、
我
依
世
諦
、
不
說
爲
无
、
但
言
非
實
故17

」。
論
、「
外
道
毀
謗
染
淨
因
果
、
亦
不
謂

（
５
１
）
全
无
、
但
執
非
實
故
」。
慈
恩
釋
云
、「
則
同
外
道
、
外
道
邪
見
毀
謗
、
亦
不
謂
染
・
淨
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（
５
２
）
等
皆
无
、
現
所
見
故
、
但
執
非
實
、
染
因
不
能
感
惡
果
、
善
因
不
能
感
善
果
、
以

（
５
３
）
非
實
故
、
如
空
花18

等
」。
論
、「
若
一
切
法
皆
非
實
有
、
菩
薩
不
應
爲
捨
生
死
、
精
勤
修
集

（
５
４
）
菩
提
資
糧
、
誰
有
〔
智
〕19

者
爲
除
幻
敵
…
…
…
」「
…
…
…
求
石
女
之
兒
、
以
爲
軍
旅
、
加20

共
摧
敵
、
怨21

是
有
、

（
５
５
）
方
求
資
糧
而
求
斷
故22

」。
論
、「
故
應
信
有
持
種
心
、
依
之
建
立
染
淨
因
果
」。
慈
恩
釋

（
５
６
）
云
、「
因
果
不
无
、
可
信
此
識
。
勸
淸
辯
等
以
生
信
也
。
此
中
可
說
三
性
有
无
、
略
述
『
掌

（
５
７
）
彌
（
珍
）23

』
淸
〔
辯
〕24

本
意
、
分
二
見
之
是
非
、
定
雙
情
之
邪
見25

、
我
眞
諦
中
亦
非
法
无
、
但
不
可26

（
５
８
）
爲
因
爲
果
、
言
語
道
斷
故
、
俗
諦
之
中
依
他
・
圓
成
有
故
。
遍
計
所
執
无
故
」。【
第
四
疏
手
二
品

（
５
９
）
也
。】
解
云
、
如
上
淸
辯
等
撥
无
染
淨
因
果
、
亦
成
耶
（
邪
）
見
、
則
同
外
道
也
。
又
『
唯
識
』

（
６
０
）
頌
云
、「
由
彼
彼
遍
計
、
遍
計
種
種
物
。
此
遍
計
所
執
、
自
性
无
所
有
。
依
他
起
自

（
６
１
）
性
、
分
別
緣
所
生
。
圓
成
實
於
彼
、
常
遠
離
前
【「
前
」
字
卽
因
前
遍
計
生
（
性
）、
對
後
「
依
」
名
「
前
」
也
。】
性
【「
性
」
字
因
眞
如

實
性
也
。】。
故
此

（
６
２
）
與
依
〔
他
〕27

、
非
異
非
不
異
。
如
无
常
等
性
、
非
不
見
此
彼
【
此
三
性
中
、
唯
遍
計
性
是
空
、
依
・
圓
二
性
是
有
也
。
此
說
依
・
圓
二
性

是
有
者
、
意
破
空
病
也
。
白
仁

（
６
３
） 

仍
三
无
性
。】」。「
卽
依
此
三
性
、
立
彼
三
〔
無
〕28

性
。
故
佛
參
（
密
）29

意
說
、
一
切
法
无
性
。
初
卽
相
无
性
、【「
相
」
者
體
相
、
卽
遍
計

體
空
、
如
空
花
故
。】

（
６
４
）
次
无
自
然
性
。【「
次30

依
他
立
生
无
性
、
此
如
幻
事
託
衆
緣
生
、
无
如
妄
執
自
然
性
故
、
假
說
无
性
、
非
性
全
无
」。】
後
由
遠
離
前
、
所
執

我
法
性
。【「
依
後
圓
義
（
成
）31

實
、
立
勝
義
无
性
、
謂
卽

（
６
５
）
勝
義
、
由
遠
離
前
遍
計
所
執
我
法
性
故
、
假
說
无
性
、
非
性
全
无
」
云
。】」。
解
云
、
頌
言
「
密
意
」
者
、
世
尊
密
意
。
爲
破
愚
夫
執
離

心
之
外
有

（
６
６
）
眞
實
我
法
、
所
以
如
來
般
若
時
隱
依
・
圓
有
法
、
談
遍
計
是
空
、
惣
言
无
性
也
。
自
後
有
執

（
６
７
）
空
之
輩
、
不
違
（
逹
）
世
尊
密
意
爲
破
有
病
物
（
惣
）
說
三
无
性
、
卽
便
隨

取
義
、
執
依
・
圓
二
性
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（
６
８
）
亦
是
空
。
此
執
空
者
、「
諸32

佛
說
爲
不
可
治
者
、
沈
淪
生
死
、
病
根
深
故
、
卽
淸
辯
等
」。
是
亦
如

（
６
９
）
此
方
空
見
之
人
、
撥
無
如
來
所
說
依
他
起
性
、
皆
爲
空
也
。
依
他
既
空
、
圓
成
眞
如
、
亦
應

（
７
０
）
是
空
。
何
以
謂
依
他
是
俗
諦
、
圓
成
是
眞
諦
。「
俗
諦
若
无
、
亦
无
眞
諦
、
以
眞
俗
相

（
７
１
）
依
建
立
故
、
依
識
俗
事
、
有
眞
識
理
、
此
二
相
依
、
互
相
待
故
、
闕
一
不
可
」。
故
『
唯
識
論
』

（
７
２
）
云
、「
說
密
意
言
、
顯
非
了
義
。
謂
故33

二
性
、
雖
體
非
无
、
而
有
愚
夫
於
彼
增
益
、
妄
執

（
７
３
）
實
有
我
法
自
性
、
此
卽
名
爲
遍
計
所
執
、
爲
除
此
執
故
、
佛
世
尊
於
有
及
无
惣34

（
７
４
） 

說
无
性
」。「
云
（
三
）35

頌
惣
顯
諸

經
中
說
无
性
言
、
非
極
了
義
。
誡36

有
智
者
不
應
依
之

（
７
５
）
惣
撥
諸
法
、
都
无
自
性
」。
又
『
解
深
密
經
』
云
、「
相
【
遍
計
性
也
】
生
【
依
他
性
也
】
勝
義
【
圓
成
性
也
】
无
自
性
【
此
「
无
自
性
」

三
字
、
貫
通
三
性
也
。】、

（
７
６
）
如
是
我
皆
已
顯
示
【
如
是
三
性
三
无
性
、
佛
言
我
皆
顯
示
於
衆
人
也
。】、
若
不
知
佛37

密
意
說38

、
失
壞
正
道
不
能
往
【
若
不
知
佛

（
７
７
）
密
意
於
三
世
上
說
三
无
、
爲
破
外
道
小
乘
執
有
我
法
之
病
、
而
撥
依
・
圓
亦
是
空
者
、
此
人
「
失
壞
正
道
」、
不
能
得
往
无
上
菩
提
也
。「
正

道
」
者
、
卽
无
漏
智
、
種
・
現
皆
是
也
。】」。
解
云
、
此
方
執
空
之

（
７
８
）
人
、
唯
許
眞
如
是
有
、
後
是
无
相
。
若
智
慧
者
、
俱
如
對
所
治
之
或
、
而
立
智
慧
、
所
治

（
７
９
）
之
或
若
无
、
能
治
之
智
不
有
者
、
此
卽
惣
空
劫
（
却
）
无
漏
「
正
道
」、
若
因
若
果
、
有
爲
无
漏

（
８
０
）
功
德
法
也
。
豈
可
如
來
經
三
无
數
劫
、
歷
修
萬
行
有
爲
塵
沙
功
德
、
都
无
所
有

（
８
１
）
虛
受
懃
苦
耶
。
亦
不
違
如
來
所
說
不
定
不
。
不
（
亦
）
有
了
義
敎

所
明
、
大
（
三
）

（
８
２
）
三
（
大
）
祇
五
位
六
度
萬
行
等
法
、
執
爲
如
來
方
便
之
敎
、
不
肯
依
之
起
行
、
而
執
般

（
８
３
）
若
等
空
敎
、
卽
爲
了
義
敎

者
、
愚
之
甚
矣
。
復
哉
復
哉
。「
諸
佛
說
爲
不
治
病
」、

（
８
４
）
此
正
當
也
。『
解
深
密
』
云
、「
失
壞
正
道
不
能
往
」
者
、
此
亦
當
也
。
支
（
又
）
如
來
所
說
大
乘

（
８
５
）
正
法
、
不
生
一
念
信
心
、
實
是
了
義
敎
、
返
言
不
了
義
敎
、
實
是
不
了
義
敎

（
８
６
）

、
執
爲
了
義
敎
。
如
是
顚
倒
計
執
、
順
自
愚
見
、
不
生
信
者
、
卽
是
謗
於
如
來



法相宗の禪宗批判と眞諦三藏

341

（
８
７
）
大
乘
了
義
敎

。
聖
敎
說
、
謗
大
乘
敎
者
、
罪
極
重
也
。
此
輩
固
守
愚
、
悉
邪
見

（
８
８
）
縛
心
、
沈
淪
生
死
矣
。
地
前
加
行
位
菩
薩
作
眞
如
觀
時
、
伏
煩
惱
・
所
知
二
分
別

（
８
９
）
障
現
行
不
起
、
分
別
・
我
法
二
種
現
行
皆
除
。
爾
時
雖
无
分
別
、
我
法
二
執
現
行
、
然

（
９
０
）
有
緣
我
法
空
受
相
分
、
及
緣
眞
如
所
變
相
分
、
有
此
空
有
二
種
相
分
未
滅
除

（
９
１
）
故
、「
帶
相
觀
心
、
有
所
得
故
、
非
實
安
住
眞
唯
識
理
」。
故
『
唯
識
論
』
云
、「
皆
帶
相
故
、
未

（
９
２
）
能
證
實
。
故
說
菩
薩
此
四
位
中
、
猶
於
現
前
安
立
少
物
、
謂
是
唯
識
眞
勝
義
性
、
以
彼

（
９
３
）
空
有
二
相
未
除
、
帶
相
觀
心
、
有
所
得
故
、
非
實
安
住
眞
唯
識
理
。
彼
相
滅
已
、
方

（
９
４
）
實
安
住
」。
慈
恩
釋
云
、「
心
上
變
如
、
名
爲
少
物
。
此
非
无
相
、
故
名
帶
相
。
相
謂
相

（
９
５
）
狀
。
若
證
眞
時
、
此
相
便
滅
。
相39

卽
是
空
所
執
相
、
有
依
他
相
、40

謂
有
・
空
相
是
彼

（
９
６
）
唯
識
眞
勝
義
性
。
眞
者
、
勝
義
之
異
名
。
第
四
勝
義
、
簡
前
三
故
。
由
有
此
相
、
未

（
９
７
）
證
眞
理
。
滅
空
・
有
相
、
卽
能
入
眞
」。【
已
上
是
疏

也
】

（
９
８
）

（
９
９
）

（
１
０
０
）

錄

注

1　

 「
國
」、
あ
る
い
は
「
惑
」「
因
」
な
ど
の
誤
寫
か
。

2　

 「
擯
嘿
」、
あ
る
い
は
「
擯
黜
」
の
誤
寫
か
。

3　

 「
持
開
」、
あ
る
い
は
「
特
開
」
の
誤
寫
か
。

4　

 「
萬
部
」、
あ
る
い
は
「
有
部
」
の
誤
寫
か
。
本
論
注
１
５
參
照
。
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5　
 『

成
唯
識
論
』
卷
七
「
無
」
に
作
る
。
以
下
同
じ
。

6　
 『

述
記
』
卷
七
末
「
无
」
字
無
し
。

7　

 「
趣
」、『
成
唯
識
論
』
卷
七
「
取
」
に
作
る
。
今
從
う
。

8　

 『
成
唯
識
論
』
卷
七
「
此
」
下
に
「
慈
」
字
有
り
。

9　

 『
成
唯
識
論
』
卷
七
「
說
」
下
に
「
前
」
字
有
り
。

10　

 『
述
記
』
卷
七
末
「
諸
」
字
無
し
。

11　

 『
述
記
』
卷
四
本
「
空
」
字
下
に
「
故
」
字
有
り
。

12　

 『
述
記
』
卷
四
本
「
執
」
字
下
に
「
相
」
字
有
り
。

13　

 『
述
記
』
卷
四
本
「
經
」
に
作
る
。

14　

 『
成
唯
識
論
』
卷
三
「
智
」
に
作
る
。

15　

 「
非
實
有
」、『
成
唯
識
論
』
卷
三
「
執
非
實
」
に
作
る
。

16　

 『
述
記
』
卷
四
本
「
執
」
字
下
に
「
爲
」
字
有
り
。

17　

 『
述
記
』
卷
四
本
「
故
」
字
無
し
。

18　

 『
述
記
』
卷
四
本
「
華
」
に
作
る
。

19　

  

底
本
「
智
」
字
無
し
。『
成
唯
識
論
』
卷
三
に
據
っ
て
補
う
。

20　

 『
述
記
』
卷
四
本
「
而
」
に
作
る
。

21　

 『
述
記
』
卷
四
本
「
要
」
に
作
る
。

22　

 『
述
記
』
卷
四
本
「
彼
」
に
作
る
。

23　

 「
彌
」、『
述
記
』
卷
四
本
「
珍
」
に
作
る
。
今
從
う
。

24　

 『
述
記
』
卷
四
本
「
淸
」
字
下
に
「
辯
」
字
有
り
。
今
從
う
。

25　

 『
述
記
』
卷
四
本
「
正
」
に
作
る
。
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26　
 『

述
記
』
卷
四
本
「
可
」
字
下
に
「
說
」
字
有
り
。

27　
 

底
本
「
他
」
字
無
し
。『
成
唯
識
論
』
卷
八
に
據
っ
て
補
う
。

28　

 
底
本
「
無
」
字
無
し
。『
成
唯
識
論
』
卷
九
に
據
っ
て
補
う
。

29　

 「
參
」、『
成
唯
識
論
』
卷
九
「
密
」
に
作
る
。
今
從
う
。

30　

 『
成
唯
識
論
』
卷
九
「
次
」
字
上
に
「
依
」
字
有
り
。

31　

 「
義
」、『
成
唯
識
論
』
卷
九
「
成
」
に
作
る
。
今
從
う
。

32　

 『
述
記
』
卷
七
末
「
諸
」
字
無
し
。

33　

 『
成
唯
識
論
』
卷
九
「
後
」
に
作
る
。

34　

 『
成
唯
識
論
』
卷
九
「
總
」
に
作
る
。
以
下
同
じ
。

35　

 「
云
」、『
成
唯
識
論
』
卷
九
「
三
」
に
作
る
。
今
從
う
。

36　

 『
成
唯
識
論
』
卷
九
「
諸
」
に
作
る
。
大
正
藏
校
勘
記
に
據
れ
ば
、
聖
語
藏
本
は
「
誡
」
に
作
る
。

37　

 『
解
深
密
經
』
無
自
性
相
品
「
佛
」
字
下
に
「
此
」
字
有
り
。

38　

 『
解
深
密
經
』
無
自
性
相
品
「
說
」
字
無
し
。

39　

 『
述
記
』
卷
九
末
「
相
」
下
に
「
者
」
字
有
り
。

40　

 『
述
記
』
卷
九
末
「
名
空
有
相
」
四
字
有
り
。

﹇
附
記
１
﹈

　

こ
の
Ｓ
二
五
四
六
に
は
じ
め
て
注
目
し
た
の
は
、
池
田
將
則
氏
で
あ
る
。
二
〇
〇
八
年
十
月
、
池
田
氏
は
筆
者
宛
の
私
信
の
中
で
、
Ｓ
二
五
四
六

に
從
來
未
知
の
眞
諦
傳
で
あ
る
『
梁
史
內
傳
』『
眞
諦
沙
門
行
記
』
が
引
か
れ
て
お
り
、

中
に
お
い
て
菩
提
逹
磨
が
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ご

敎
示
く
だ
さ
る
と
共
に
、
第
３
４
行
ま
で
の
校
錄

を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
た
筆
者
は
池
田
氏
の
了
承
の
下
に
校
錄

の
初
稿

を
作
成
し
、
ま
た

獻
の
性
格
に
關
す
る
初
步
的
な
考
察
を
ま
と
め
、
二
〇
〇
九
年
七
月
十
日
に
は
「
眞
諦
三
藏
と
そ
の
時
代
」
硏
究
班
に
て
「
中
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國
佛
敎
史
書
に
み
え
る
眞
諦
三
藏
」
と
題
す
る
硏
究
發
表
を
お
こ
な
っ
た
。
本
稿
は
そ
の
發
表
を
元
に
、
出
席
者
各
位
よ
り
賜
っ
た
ご
意
見
を
參

考
に
し
つ
つ
大
幅
な
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
執
筆
の
經
緯
を
記
し
て
、
池
田
氏
と
班
員
諸
賢
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

﹇
附
記
２
﹈

　

初
稿
脫
稿
後
、
池
田
氏
の
ほ
か
船
山
徹
、
大
竹
晉
、
金
志

の
各
氏
よ
り
懇
切
な
査
讀
意
見
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
本

校
訂
お
よ
び
硏
究
內
容
に
誤
謬
が
あ
れ
ば
、
筆
者
の
責
任
で
あ
る
。
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チ
ベ
ッ
ト
撰
述

獻
に
傳
わ
る
眞
諦
の
九
識
說

　
　
　
　
　
　

―
ツ
ォ
ン
カ
パ
著
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
と
そ
の
周
邊

加　

納　

和　

雄

は
じ
め
に

　

眞
諦
三
藏
は
、
故
國
イ
ン
ド
を
發
ち
五
四
六
年
に
廣
州
南
海
郡
に
至
っ
て
以
來
、
譯
經
に
從
事
し
た
先
々
で
戰
亂
や
政
治
的
混
亂

に
卷
き
込
ま
れ
放
浪
の
旅
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
弘
法
の
志
堅
く
、
根
强
く
戰
亂
の
世
を
生
き
拔
い
て
、
中
原
の
地
を
轉
々
と
し

な
が
ら
も
時
代
を
畫
す
る
譯
經
類
を
殘
し
た
。
運
命
に
飜
弄
さ
れ
續
け
た
そ
の
生
涯
と
同
樣
、
彼
の
殘
し
た
思
想
と
著
作
も
ま
た
、

紆
餘
曲
折
に
滿
ち
た
道
を
辿
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
の
思
想
は
、
後
に
臺
頭
し
た
玄
奘
門
下
に
よ
っ
て
異
端
と
さ
れ
、
そ

の
譯
經
類
・
講
義
錄
類
は
入
藏
が
許
さ
れ
ず
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
も
の
も
多
く
あ
る）

1
（

。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
眞
諦
の
說
が
樣
々
な

獻
に
引
用
さ
れ
、
時
代
を
超
え
て
し
ば
し
ば
議
論
の
的
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
ひ
と
え
に
そ
の
思
想
の
も
つ
力
强
さ
に
よ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

　

眞
諦
の
學
說
は
中
國
撰
述
佛
典
や
日
本
撰
述
佛
典
に
も
た
び
た
び
姿
を
見
せ
、
そ
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
活
發
な
論
議
が
織
り
な
さ
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れ
た
こ
と
は
廣
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
眞
諦
の
學
說
の
影

が
、
は
る
か
後
代
の
チ
ベ
ッ
ト
撰
述

獻
に
ま
で
及
ん

で
い
る
こ
と
は
、
長
尾
（
一
九
五
三
）
に
よ
っ
て
い
ち
早
く
紹
介
さ
れ
、
さ
ら
に
ツ
ル
テ
ィ
ム
・
小
谷
（
一
九
八
八
）
に
よ
っ
て
關

連
資
料
の
和
譯
が
提
示
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
硏
究
は
そ
れ
自
體
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
近
年
、
膨
大
な
量
の
チ
ベ
ッ
ト
撰
述
藏

外

獻
の
古
寫
本
が
發
見
・
公
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
狀
況
を
顧
み
る
と
、
い
ま
い
ち
ど
、
新
出
資
料
を
ま
じ
え
た
、
よ
り
包
括
的
な
調

査
が
必
要
と
さ
れ
る
時
期
に
き
て
い
る
と
い
え
る
。
な
か
ん
ず
く
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
に
は
、
先
師
た
ち
に
よ
っ
て
語
り
繼
が
れ
た
傳
統

說
に
敬
意
を
拂
っ
て
そ
の
ま
ま
に
踏
襲
し
繰
り
返
す
傾
向
が
强
い
た
め
、
前
提
と
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
一
連
の
思
想
史
の
流
れ
を
顧
み

ず
に
、
後
代
の
著
作
ひ
と
つ
だ
け
を
切
り
取
っ
て
そ
れ
だ
け
を
對
象
と
し
て
檢
討
す
る
、
あ
る
い
は
中
閒
の
過
程
を
捨
象
し
て
後
代

の
チ
ベ
ッ
ト
の
議
論
を
い
き
な
り
イ
ン
ド
の
思
想
に
直
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
、
し
ば
し
ば
不
都
合
が
生
じ
る
。

　

本
稿
で
は
、長
尾
ら
に
よ
っ
て
硏
究
さ
れ
た
ツ
ォ
ン
カ
パ（Tsong kha pa B

lo bzang grags pa 

一
三
五
七
〜
一
四
一
九
）の
著『
ク

ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
に
み
ら
れ
る
眞
諦
の
九
識
說
を
め
ぐ
る
議
論
を
切
り
口
と
し
て
、
そ
の
背
景
を
探
り
な
が
ら
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け

る
眞
諦
說
の
受
容
と
評
價
の
一
端
に
つ
い
て
明
か
す
こ
と
を
目
指
す
。
ま
ず
は
先
學
に
お
い
て
明
か
さ
れ
た
點
を
再
度
確
認
し
、
續

い
て
そ
の
中
で
課
題
と
し
て
殘
さ
れ
た
問
題
點
に
つ
い
て
吟
味
す
る
。
そ
し
て
近
年
刊
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
『
阿
毘
逹
磨
集
論
』
注
釋

獻
群
の
調
査
を
通
じ
て
新
た
に
得
ら
れ
た
知
見
を
交
え
て
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

一　

先
行
硏
究

　

以
下
、
チ
ベ
ッ
ト
撰
述

獻
に
お
け
る
眞
諦
の
九
識
說
に
論
及
し
た
主
要
な
先
行
硏
究
に
つ
い
て
整
理
し
よ
う
。
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長
尾
（
一
九
五
三
）

　

チ
ベ
ッ
ト
の
藏
外

獻
に
傳
わ
る
眞
諦
說
に
つ
い
て
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
た
最
初
期
の
論

は
、
長
尾
（
一
九
五
三
）
で
あ
る
。

同
論

は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
傳
わ
る
唯
識
學
の
傳
統
に
つ
い
て
解
明
を
目
指
し
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
マ
ナ
識
に
つ
い
て
考
察
す
る
ツ
ォ
ン

カ
パ
の
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
の
內
容
を
紹
介
し
吟
味
す
る
。
眞
諦
說
に
關
す
る
長
尾
の
議
論
は
、
ま
と
め
る
と
以
下
の
ご
と
く
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
十
一
世
紀
こ
ろ
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
無
著
・
世
親
の
唯
識
學
の
傳
統
が
ほ
ぼ
途
絕
え
て
い
た
た
め
、
そ
の
後

の
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
も
唯
識
學
の
知
識
は
局
限
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
チ
ベ
ッ
ト
人
佛
敎
徒
た
ち
は
唯
識
學
を
硏
究

す
る
に
際
し
て
、イ
ン
ド
撰
述
作
品
の
チ
ベ
ッ
ト
譯
以
外
に
、漢

か
ら
チ
ベ
ッ
ト
語
に
譯
さ
れ
た
唯
識

獻
で
あ
る
圓
測
（
六
一
三

〜
六
九
六
）
の
著
『
解
深
密
經
疏
』
な
ど
に
賴
ら
ざ
る
を
得
な
い
狀
況
に
あ
っ
た
。『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
に
展
開
さ
れ
る
議
論
は
、

そ
の
狀
況
を
如
實
に
物
語
り
、
そ
こ
に
登
場
す
る
眞
諦
說
は
、
圓
測
の
同
書
を
そ
の
ま
ま
依
用
し
て
い
る
。
た
だ
し
ツ
ォ
ン
カ
パ
は

九
識
說
を
否
定
す
る
に
際
し
て
圓
測
の
議
論
を
再
利
用
せ
ず
、
異
な
る
方
法
で
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
ア
ー
ラ
ヤ

識
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ド
撰
述

獻
に
直
接
辿
れ
な
い
も
の
も
含
ま
れ
、
そ
の
典
據
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
り
、
そ

の
調
査
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
、
と
す
る
。

稻
葉
（
一
九
七
二
）

　

同
論

の
內
容
は
橘
川
（
二
〇
〇
〇
）
に
手
際
よ
く
ま
と
め
ら
れ
る
の
で
、そ
れ
に
依
っ
て
槪
觀
し
よ
う
。
稻
葉
は
敦
煌
・
チ
ベ
ッ

ト
方
面
へ
の
圓
測
唯
識
學
の
流
傳
經
緯
に
か
ん
し
て
、
曇
曠
（
八
世
紀
）
の
唯
識
學
、
圓
測
の
『
解
深
密
經
疏
』
と
法
成
（
九
世
紀
）

の
チ
ベ
ッ
ト
譯
、
法
成
の
唯
識
學
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
唯
識
學
と
い
う
項
目
に
よ
っ
て
論
を
進
め
る
。
す
な
わ
ち
、
曇
曠
な
ど
の
唯
識

學
者
に
よ
っ
て
圓
測
の
『
解
深
密
經
疏
』
が
敦
煌
付
近
で
用
い
ら
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
王
の
敕
命
に
よ
っ
て
そ
れ
が
譯
出
さ
れ
た
と
考
察

す
る
。
そ
し
て
稻
葉
は
、
曇
曠
に
つ
い
て
論
じ
た
結
城
（
一
九
三
一
）
と
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
に
つ
い
て
論
じ
た
長
尾
（
一
九
五
三
）
の
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成
果
に
立
脚
し
、
圓
測
の
唯
識
說
の
傳
承
に
つ
い
て
、﹇
敦
煌
（
曇
曠
）﹈
↓
﹇
チ
ベ
ッ
ト
（
法
成
↓
ツ
ォ
ン
カ
パ
）﹈
と
い
う
流
れ

を
豫
想
す
る
。

W
ilson （1983

）

　

當
該
の
博
士
論

は
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
著
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
に
對
す
る
ク
ン
タ
ン
・
コ
ン
チ
ョ
ク
テ
ン
ペ
ー
ド
ン
メ
（G

ung 

thang dK
on m

chog bstan pa’i sgron m
e　

一
七
六
二
〜
一
八
二
三
）
の
複
注
（Yid dang kun gzhi’i dka’ gnas rnam

 par bshad 

pa m
khas pa’i ’jug ngog　

一
七
八
九
年
成
書
）
の
英
譯
を
提
示
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
考
察
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
。
同
複
注

に
は
ツ
ォ
ン
カ
パ
以
前
の
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
論
が
紹
介
さ
れ
、W

ilson

は
そ
の
逐
一
に
つ
い
て
原
典
を
當
た
り
な

が
ら
吟
味
す
る
た
め
、『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
の
識
論
の
背
景
を
知
る
た
め
に
裨
益
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い）

2
（

。
確
か
に
漢
籍
へ
の
知

識
不
足
の
た
め
に
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
に
引
用
さ
れ
る
九
識
說
論
者
の
眞
諦
（Yang dag bden pa

）
に
つ
い
て
の
考
察
に
不
十

分
な
點
も
み
ら
れ
る
が
、
い
っ
ぽ
う
で
そ
の
人
物
像
を
追
及
す
る
た
め
に
、
タ
ー
ラ
ナ
ー
タ
の
『
イ
ン
ド
佛
敎
史
』
に
現
れ
る

Yang dag bden

な
る
人
物
に
言
及
す
る
な
ど
、
チ
ベ
ッ
ト
撰
述
資
料
に
對
す
る
廣
範
な
知
識
は
參
照
に
値
す
る）

3
（

。

小
谷
（
一
九
八
六
）

　
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
の
基
礎
的
な
硏
究
を
、
四
項
目
す
な
わ
ち
「
テ
ク
ス
ト
及
び
註
釋
に
つ
い
て
・
著
作
年
代
・
槪
要
・
內
容

紹
介
」
か
ら
行
う
。
こ
の
う
ち
「
內
容
紹
介
」
は
「
唯
識
學
派
の
起
源
・
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
關
す
る
問
題
點
・
マ
ナ
識
に
關
す
る
問
題

點
」
か
ら
な
り
、『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
の
主
要
な
議
論
を
手
際
よ
く
ま
と
め
る
が
、
眞
諦
說
に
焦
點
を
當
て
る
も
の
で
は
な
い
。
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ツ
ル
テ
ィ
ム
・
小
谷
（
一
九
八
八
）

　
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
の
全

和
譯
は
、
本
書
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
。
そ
の
序

に
は
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
の
識
論
に
つ
い

て
問
題
點
を
論
じ
る
が）

4
（

、
眞
諦
の
九
識
說
に
つ
い
て
は
や
は
り
焦
點
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、
九
識
說
該
當
箇
所
の

和
譯
に
對
す
る
注
に
お
い
て
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
使
用
し
た
典
據
に
つ
い
て
言
及
す
る
た
め
、
そ
の
背
景
を
槪
觀
す
る
う
え
で
有
益
で

あ
る
。
そ
し
て
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
獨
創
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
先

行
す
る
說
を
踏
襲
す
る
も
の
な
の
か
と
い
う
點
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
り
、
そ
の
解
明
は
將
來
の
課
題
と
し
て
い
る
。

Sparham
 （1993

）

　

同
書
は
、W

ilson （1983

）
お
よ
び
ツ
ル
テ
ィ
ム
・
小
谷
（
一
九
八
八
）
を
參
照
し
つ
つ
、『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
全

の
英
譯

と
チ
ベ
ッ
ト
語
校
訂
テ
ク
ス
ト
を
提
示
す
る
。
序

で
は
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
諸
作
品
に
お
け
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
論
を
體
系
的
に
論
じ
、

さ
ら
にW

ilson （1983

）
の
成
果
に
も
と
づ
い
て
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
以
前
の
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
め
ぐ
る
議
論
を
紹
介

し）
5
（

、『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
論
の
背
景
を
考
察
す
る
。
い
っ
ぽ
う
で
眞
諦
の
九
識
說
に
つ
い
て
は
英
譯
以
外
に
は
別

出
し
て
詳
說
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
圓
測
疏
に
つ
い
て
も
漢

原

ま
で
遡
っ
て
檢
討
さ
れ
て
は
い
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
チ
ベ
ッ
ト
に
傳
わ
る
眞
諦
の
九
識
說
は
、
主
に
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
の
硏
究
を
通
じ
て
、
そ
の
一
部
に
お
い
て

扱
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
う
ち
長
尾
、
ツ
ル
テ
ィ
ム
・
小
谷
、Sparham

の
論
攷
は
、
と
も
に
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
所
說
の
ア
ー
ラ

ヤ
識
お
よ
び
マ
ナ
識
を
主
な
硏
究
對
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
は
一
三
七
七
年
、ツ
ォ
ン
カ
パ
が
二
十
一
歲
の
時
に
サ
キ
ャ
に
お
い
て
著
し
た
作
品
と
い
わ
れ
る）

6
（

。
チ
ベ
ッ

ト
佛
敎
に
お
け
る
唯
識
硏
究
に
一
石
を
投
じ
た
著
作
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
複
注）

7
（

が
殘
さ
れ
て
い
る
。
同
書
は
四
章
か
ら
成
り
、
そ
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の
中
核
は
、
八
識
說
に
立
っ
た
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
マ
ナ
識
に
つ
い
て
の
定
義
（
第
一
章
）
と
そ
の
存
在
論
證
（
第
二
章
）
で
あ
る
。

そ
し
て
末
尾
に
、
識
は
九
種
あ
る
と
い
う
九
識
說
（
第
三
章
）
と
、
識
は
一
種
の
み
で
あ
る
と
い
う
一
識
說
（
第
四
章
）
を
紹
介
し

て
そ
れ
ぞ
れ
を
否
定
す
る
。
こ
の
う
ち
、
眞
諦
の
九
識
說
が
現
れ
る
の
は
、
第
三
章
で
あ
る
。
同
章
は
、
ま
ず
圓
測
の
『
解
深
密
經

疏
』
に
引
か
れ
る
眞
諦
說
を
、
漢

原

か
ら
の
チ
ベ
ッ
ト
譯
（
法
成
譯
）
に
よ
っ
て
紹
介
し
、
そ
の
後
で
、
圓
測
と
は
別
の
や
り

方
で
そ
れ
を
否
定
す
る
。
以
下
で
は
ま
ず
同
第
三
章
の
內
容
を
再
確
認
し
（
和
譯
と
校
訂
テ
ク
ス
ト
は
本
稿
卷
末
の
資
料
を
參
照
）、

次
に
長
尾
、
ツ
ル
テ
ィ
ム
・
小
谷
と
も
に
今
後
の
課
題
と
し
て
殘
し
て
い
る
そ
の
思
想
背
景
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
、
先
行
す
る
チ

ベ
ッ
ト

獻
に
辿
れ
る
か
に
つ
い
て
檢
討
を
試
み
た
い
。

二　

ツ
ォ
ン
カ
パ
の
紹
介
す
る
九
識
說

　
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
第
三
章
の
內
容
は
、
九
識
說
の
紹
介
と
そ
の
論
破
を
軸
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。

本
偈
（verses 37b–38a

）：
眞
諦
の
九
識
說
の
紹
介

注
釋圓

測
著
『
解
深
密
經
疏
』
か
ら
の
引
用）

8
（

 
 

（
識
の
數
に
つ
い
て
）

 

・
小
乘
の
理
解

 

・
大
乘
の
理
解

　
　
　

龍
猛
等
に
お
け
る
識
の
數
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彌
勒
宗
に
お
け
る
識
の
數

　
　
　
　
　

菩
提
留
支
說

　
　
　
　
　

眞
諦
說

　
　
　
　
　

玄
奘
說

 

上
記
引
用
に
對
す
る
補
足
解
說

本
偈
（verses 38b–39b

）： 

九
識
說
へ
の
論

注
釋

　

ま
ず
ツ
ォ
ン
カ
パ
は
自
作
の
本
偈
に
お
い
て
「
第
七
の
ア
ー
ダ
ー
ナ
識
と
、
三
通
り
に
說
か
れ
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
、
第
九
の
ア
マ

ラ
識
と
を
認
め
る
の
が
眞
諦
の
流
儀
で
あ
る）

9
（

」
と
述
べ
た
後
で
、
圓
測
の
『
解
深
密
經
疏
』
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
眞
諦
の

九
識
說
を
詳
し
く
紹
介
す
る
。
そ
の
要
點
の
み
を
摘
要
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
圓
測
は
ま
ず
識
の
總
數
の
捉
え
方
に
つ
い
て
三

つ
の
立
場
を
紹
介
す
る
。
す
な
わ
ち
六
識
の
み
を
認
め
る
聲
聞
、
同
じ
く
六
識
の
み
を
認
め
る
龍
樹
ら
中
觀
派
、
そ
し
て
八
識
を
認

め
る
唯
識
派
で
あ
る
。
唯
識
派
に
は
さ
ら
に
三
種
の
立
場
が
あ
り
、
①
「
法
性
心
」
と
「
相
應
心
」
を
立
て
る
菩
提
留
支
、
②
九
識

を
認
め
る
眞
諦
、
③
八
識
を
認
め
る
玄
奘
を
擧
げ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
典
據
と
し
て
、
①
『
唯
識
論
』（
大
正
一
五
八
八
番
）、
②
『
決

定
藏
論
』「
九
識
品
」
お
よ
び
『
九
識
章
』（
チ
ベ
ッ
ト
譯
は
「
九
識
說
」rnam

 par shes pa dgu bstan pa

）、
③
『
楞
伽
經
』
お
よ

び
『
成
唯
識
論
』
の
護
法
の
說
に
依
據
し
て
い
こ
と
を
傳
え
る
。

　

ツ
ォ
ン
カ
パ
が
『
解
深
密
經
疏
』
か
ら
引
用
を
行
っ
て
い
る
の
は
、
こ
こ
に
示
さ
れ
る
眞
諦
說
を
紹
介
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て

い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
圓
測
は
、眞
諦
の
學
說
を
紹
介
す
る
な
か
で
、「
あ
る
者
は
い
う
」（kha cig na re 

チ
ベ
ッ
ト
譯
の
み
）
と
い
っ

て
第
三
者
の
言
葉
と
し
て
次
の
說
を
紹
介
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
者
は
、
第
七
識
を
ア
ー
ダ
ー
ナ
識
と
呼
び
、
そ
れ
は
第
八
識
を
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對
象
と
し
て
「
私
自
身
、
私
の
も
の
」（
我
我
所
）
と
認
識
す
る
も
の
と
い
う
。

　

そ
し
て
第
八
識
に
は
三
種
を
擧
げ
、
第
一
を
「
解
性
の
ア
ー
ラ
ヤ
」（
た
だ
し
チ
ベ
ッ
ト
譯
は
「
本
性
の
ア
ー
ラ
ヤ
」ngo bo 

nyid kyi kun gzhi

）
と
し
、佛
と
な
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
第
二
を
、「
果
報
の
ア
ー
ラ
ヤ
」（
チ
ベ
ッ
ト
譯
は
「
異
熟
の
ア
ー
ラ
ヤ
」）

と
し
、
十
八
界
を
所
緣
と
す
る
と
い
い
、『
中
邊
分
別
論
』
第
一
章
三
偈
を
引
用
す
る）

10
（

。
そ
し
て
第
三
を
「
汚
染
の
ア
ー
ラ
ヤ
」
と

し
て
、
眞
如
を
對
象
に
し
て
四
種
の

心
と
い
う
法
執
を
生
じ
る
と
い
い
、
こ
れ
は
安
慧
の
立
場
に
依
據
し
て
い
る
と
い
う
。

　

さ
ら
に
第
九
の
ア
マ
ラ
識
は
、
眞
如
を
本
性
と
す
る
と
述
べ
、
そ
こ
に
二
種
の
意
味
を
認
め
る
。
す
な
わ
ち
認
識
對
象
と
し
て
の

眞
如
そ
の
も
の
と
い
う
意
味
と
、「
本
覺
」
な
る
認
識
主
體
と
し
て
の
意
味
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
ア
マ
ラ
識
は
認
識
の
對
象
と
主
體

が
同
一
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
自
己
自
身
を
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
釋
で
き
る）

11
（

。

　

次
に
圓
測
は
、
自
ら
が
支
持
す
る
玄
奘
の
八
識
說
を
紹
介
す
る
。
そ
の
冒
頭
に
は
、
玄
奘
に
よ
る
九
識
說
へ
の
批
判
、
お
よ
び
バ

ヴ
ィ
ヤ
の
六
識
說
へ
の
批
判
を
紹
介
す
る
が
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
引
用

に
こ
の
一
節
が
缺
け
て
い
る
點
は
興
味
深
い）

12
（

。
こ
の
脫
落
の

理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
も
し
穿
っ
た
見
方
を
す
る
な
ら
ば
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
が
前
主
張
（phyogs snga m

a

）
と
し
て
紹
介
す
る

當
該
の

の
中
に
、
九
識
說
批
判
と
い
う
後
主
張
が
混
入
す
る
こ
と
を
良
し
と
し
な
か
っ
た
と
た
め
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
節
の
有
無
に
よ
っ
て
議
論
全
體
の
流
れ
が
大
き
く
變
わ
る
わ
け
で
も
な
い
た
め
、
お
そ
ら
く

は
意
圖
的
な
脫
落
で
は
な
く
、
單
な
る
誤
寫
の
類
と
み
る
の
が
穩
當
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
玄
奘
說
を
紹
介
し
た
後
に
圓
測
は
、
六
識
の
み
を
認
め
る
龍
樹
說
へ
の
擁
護
を
な
し
、
そ
の
中
途
の
箇
所
に
お
い
て
、
ツ
ォ

ン
カ
パ
の
引
用
は
終
わ
る
。
ツ
ォ
ン
カ
パ
は
引
用
し
な
い
が
、
圓
測
の
議
論
は
そ
の
後
、
眞
諦
說
へ
の
批
判
に
展
開
す
る
。
注
目
す

べ
き
は
、
い
み
じ
く
も
長
尾
（
一
九
五
三
・
八
〇
頁
）
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
に
よ
る
第
九
識
批
判
と
、
圓
測
に
よ

る
第
九
識
批
判
と
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
觀
點
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
點
で
あ
る
。
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（
一
）
圓
測
に
よ
る
九
識
說
批
判

　

九
識
說
批
判
に
つ
い
て
、
は
じ
め
に
圓
測
の
說
を
み
て
み
よ
う
。
彼
は
眞
諦
の
第
七
識
說
、
第
八
識
說
、
第
九
識
說
に
對
す
る
反

證
を
順
次
提
示
し
て
ゆ
く
が
、
そ
の
な
か
で
第
九
識
說
へ
の
批
判
は
、
第
九
識
の
存
在
を
裏
付
け
る
敎
證
が
缺
如
し
て
い
る
點
と
、

九
識
說
が
經
典
（『
如
來
功
德
莊
嚴
經
』）
の
所
說
の
偈
と
背
反
し
て
い
る
點
と
を
そ
の
根
據
と
し
て
指
摘
す
る）

13
（

。
そ
し
て
第
九
の
ア

マ
ラ
識
な
る
獨
立
し
た
識
は
存
在
せ
ず
、
そ
こ
に
存
在
す
る
淸
淨
な
る
部
分
と
い
う
の
は
、
結
局
は
第
八
識
の
こ
と
で
あ
る
と
い

う）
14
（

。
さ
ら
に
眞
諦
が
第
九
識
の
典
據
と
し
て
依
用
し
た
『
決
定
藏
論
』
の
「
九
識
品
」
に
つ
い
て
も
、
本
來
の
『
瑜
伽
論
』
に
は
缺

如
し
て
い
る
た
め
、
典
據
と
な
り
え
な
い
と
し
て
こ
れ
を
斥
け
る）

15
（

。

（
二
）
ツ
ォ
ン
カ
パ
に
よ
る
九
識
說
批
判

　

い
っ
ぽ
う
ツ
ォ
ン
カ
パ
は
批
判
の
要
點
を
本
偈
に
示
す
。「
八
種
類
〔
の
識
〕
と
は
別
の
根
本
識
が
存
在
す
る
と
い
う
な
ら
ば
、〔
そ

の
識
は
〕
常
住
な
も
の
と
な
る
か
ら
、〔
識
が
〕
九
種
類
の
集
合
で
あ
る
と
す
る
主
張
を
立
證
す
る
も
の
は
存
在
し
な
い）

16
（

」。
そ
し
て

ツ
ォ
ン
カ
パ
は
自
注
に
お
い
て
さ
ら
に
詳
し
い
議
論
を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
眞
諦
の
說
に
從
う
な
ら
ば
、
眞
如
を
本
體
と
す
る

ア
マ
ラ
識
は
無
爲
に
し
て
恆
常
な
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
認
識
主
體
（dm

igs byed

）
た
る
識
つ
ま
り
有
爲
に

し
て
無
常
な
る
事
物
（dngos po

）
で
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
ア
マ
ラ
識
に
無
爲
か
つ
有
爲
と
い
う
相
矛
盾
す
る
要
素
が
共
存
す

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
不
都
合
を
指
摘
す
る
。
い
っ
ぽ
う
で
、
も
し
假
に
ア
マ
ラ
識
が
有
爲
で
あ
り
か
つ
心
・
心
作
用
に
關
與
し

な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
色
法
ま
た
は
心
不
相
應
行
法
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
收
ま
る
可
能
性
が
殘
さ
れ
る
。
し
か
し
第
九
識

が
識
で
あ
る
か
ら
に
は
、
色
法
や
心
不
相
應
行
法
の
よ
う
な
、
認
識
機
能
を
も
た
な
い
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
非
合
理
性
を
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突
く
。
そ
の
後
に
、
ア
マ
ラ
識
の
存
在
を
根
據
づ
け
る
敎
證
と
理
證
が
不
在
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
が
、
こ
の
點
は
圓
測
に
よ
る
批

判
と
軌
を
一
に
す
る
。
さ
ら
に
末
尾
に
は
、
第
八
識
の
別
名
で
あ
る
は
ず
の
ア
ー
ダ
ー
ナ
識
を
第
七
識
に
同
定
す
る
眞
諦
說
の
非
を

指
摘
す
る
。
こ
れ
も
ま
た
圓
測
に
よ
る
批
判
と
一
致
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
圓
測
と
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
九
識
說
批
判
に
お
い
て
兩
者
の
基
軸
は
異
な
る
。
圓
測
は
主
に
敎
證
か
ら
の
批
判
（
と
く
に

玄
奘
說
と
の
一
致
し
な
い
點
を
非
と
斷
じ
る
）
を
中
心
と
す
る
が
、
い
っ
ぽ
う
の
ツ
ォ
ン
カ
パ
は
理
證
か
ら
の
批
判
を
軸
と
し
て
い

る
。
有
爲
法
、
無
爲
法
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
に
展
開
し
て
い
く
あ
た
り
は
、
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
の
問
答
法
の
手
法
を
想
起
さ
せ
る
。
以
上
、

先
學
の
成
果
に
依
り
な
が
ら
多
少
の
補
足
を
施
し
つ
つ
、ツ
ォ
ン
カ
パ
の
九
識
說
批
判
の
大
局
を
確
認
し
た
。
以
下
で
は
、こ
の
ツ
ォ

ン
カ
パ
の
議
論
が
彼
自
身
の
創
作
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
先
行
す
る
チ
ベ
ッ
ト

獻
に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
點
を

檢
討
し
て
み
よ
う
。

（
三
）
ツ
ォ
ン
カ
パ
が
依
用
し
た
資
料

　

ツ
ォ
ン
カ
パ
の
九
識
說
に
つ
い
て
の
知
識
の
根
據
・
背
景
を
知
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
は
、
じ
つ
は
同
じ
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
第
三

章
に
含
ま
れ
る
次
の
一

に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一

は
圓
測
疏
を
引
用
し
た
後
に
現
れ
る
ツ
ォ
ン
カ
パ
に
よ
る
補
足
說
明
の

一
部
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
あ
る
か
ら
、圓
測
先
生
（W

en tsheg

）
の
名
前
が
、『
パ
ン
タ
ン
目
錄
』
中
に
、ゾ
ク
セ
ル
（rD

zogs 

gsal

）
と
い
う
言
い
方
で
出
て
く
る
か
ら
と
い
っ
て
、
リ
ク
ペ
ー
レ
ル
テ
ィ
（R

ig pa’i ral gri

）
が
「
第
九
の
ア
マ
ラ
識
を
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認
め
た
の
は
圓
測
（rD

zogs gsal

）
で
あ
る
」
と
言
う
の
は
正
し
く
な
い
。
圓
測
は
中
國
人
で
あ
り
、
第
九
識
は
眞
諦
の
說

で
あ
り
、
か
つ
彼
は
イ
ン
ド
人
な
の
で
あ
る
か
ら
。

　

ツ
ォ
ン
カ
パ
の
指
摘
す
る
通
り
、現
存
す
る
『
パ
ン
タ
ン
マ
目
錄
』
に
は
ゾ
ク
セ
ル
す
な
わ
ち
圓
測
の
作
と
し
て
漢
語
か
ら
チ
ベ
ッ

ト
語
に
譯
出
さ
れ
た
と
い
う
『
解
深
密
經
疏
』
の
名
稱
が
現
れ
る）

17
（

。
上
記
引
用
の
末
尾
で
、
韓
國
出
身
の
圓
測
に
つ
い
て
中
國
人
と

す
る
の
は
多
少
嚴
密
さ
を
缺
く
か
も
し
れ
な
い
が
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
ア
マ
ラ
識
說
を
イ
ン
ド
人
で
あ
る
眞
諦
の
說
で
あ
る
と
す
る

點
に
異
論
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
自
身
が
、
先
行
す
る
チ
ベ
ッ
ト
人
に
よ
る
九
識
說
を
め
ぐ
る

議
論
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
參
照
し
て
い
る
點
で
あ
る
。

　

ツ
ォ
ン
カ
パ
に
よ
っ
て
「
リ
ク
ペ
ー
レ
ル
テ
ィ
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
人
物
は
、
チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
（bC

om
 ldan rig ral / ral 

gri / rig pa’i ral gri 

一
二
二
七
〜
一
三
〇
五
）
の
こ
と
で
あ
る
。
ナ
ル
タ
ン
寺
を
中
心
に
活
躍
し
、
チ
ベ
ッ
ト
大
藏
經
の
編
纂
に
お

い
て
中
心
的
な
役

を
演
じ
た
碩
學
で
あ
る）

18
（

。
上
記
の
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
議
論
に
よ
る
と
、
チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
は
九
識
說
を
中
國

僧
圓
測
自
身
の
說
と
し
て
捉
え
、
中
國
で
創
作
さ
れ
た
、
イ
ン
ド
に
起
源
を
も
た
な
い
非
正
當
な
說
と
し
て
處
理
し
よ
う
と
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る）

19
（

。

　

チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
の
諸
著
作
は
な
が
ら
く
失
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
デ
プ
ン
寺
の
十
六
羅
漢
堂
に

て
發
見
さ
れ
、
刊
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
今
回
は
、
彼
の
著
作
中
に
上
記
の
議
論
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
た

だ
し
、
チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
の
二
點
の
著
作
に
お
い
て
九
識
說
へ
の
言
及
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ひ
と
つ
は
『
宗
義
莊
嚴

華
』、
も
う
ひ
と
つ
は
『
阿
毘
逹
磨
集
論
莊
嚴
華
』
識
蘊
解
說
箇
所
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
以
前
に
チ
ベ
ッ
ト
で
撰
述
さ

れ
た
『
阿
毘
逹
磨
集
論
』
注
釋

獻
群
を
調
査
す
る
と
、
九
識
說
へ
の
言
及
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た）

20
（

。
以
下
で
は
、
今
回

確
認
で
き
た
限
り
の
九
識
說
へ
の
言
及
箇
所
を
時
代
順
に
整
理
し
な
が
ら
紹
介
し
、
そ
の
變
遷
の
道
筋
を
追
っ
て
ゆ
き
、
ツ
ォ
ン
カ
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パ
の
九
識
說
が
登
場
す
る
に
至
る
ま
で
の
背
景
を
素
描
し
た
い
。

三　

チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
九
識
說
の
導
入

　

眞
諦
の
九
識
說
が
初
め
て
チ
ベ
ッ
ト
に
傳
え
ら
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
圓
測
著
『
解
深
密
經
疏
』
の
上
記
の
一
節
を
介
し
て
で
あ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
敦
煌
僧
法
成
（C

hos sgrub

）
が
同
書
を
漢

原

か
ら
チ
ベ
ッ
ト
語
に
譯
出
し
た
年
代
を
、

九
識
說
が
チ
ベ
ッ
ト
に
傳
來
し
た
時
期
と
考
え
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。『
解
深
密
經
疏
』
の
譯
出
年
代
は
、同
書
に
言
及
す
る
『
パ

ン
タ
ン
マ
目
錄
』
お
よ
び
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
デ
ン
カ
ル
マ
目
錄
』
の
成
書
年
代
（
八
一
二
年
ま
た
は

八
二
四
年
）
よ
り
も
以
前
で
あ
る
こ
と
が
、
ま
ず
確
認
で
き
る）

21
（

。
さ
ら
に
『
解
深
密
經
疏
』
の
奧
書
に
は
「
ハ
ツ
ェ
ン
ポ
（lH

a 

 btsan po

）
の
敕
命
に
よ
り
」
譯
さ
れ
た
と
あ
り
、
稻
葉
正
就
は
こ
れ
を
テ
ィ
ツ
ク
デ
ツ
ェ
ン
（
レ
ル
パ
チ
ェ
ン
）
王
（K

hri gtsug 

lde brtsan 

在
位
八
一
五
〜
八
四
一
）
に
同
定
す
る）

22
（

。
こ
の
稻
葉
說
に
從
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
同
譯
出
年
代
の
上
限
は

八
一
五
年
と
な
り
、
下
限
は
『
デ
ン
カ
ル
マ
目
錄
』
の
作
成
年
で
あ
る
八
二
四
年
と
な
る
。

　

な
お
『
デ
ン
カ
ル
マ
目
錄
』
に
は
八
一
二
年
成
立
說
も
あ
る
が
、
こ
の
說
を
採
る
と
、
テ
ィ
ツ
ク
デ
イ
ツ
ェ
ン
王
が
、
王
位
就
任

の
八
一
五
年
以
前
に
も
か
か
わ
ら
ず
敕
命
を
發
し
『
解
深
密
經
疏
』
の
譯
出
が
完
了
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
不
都
合
を
回
避
す
る

た
め
に
『
解
深
密
經
疏
』
奧
書
所
出
の
「
ハ
ツ
ェ
ン
ポ
」
が
そ
れ
以
前
の
別
の
王
を
指
す
と
考
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、

譯
者
法
成
の
活
躍
年
代）

23
（

か
ら
す
る
と
そ
の
可
能
性
は
低
い
。
し
た
が
っ
て
總
合
的
な
視
點
か
ら
判
斷
す
る
な
ら
ば
、
以
上
の
事
實
は

『
デ
ン
カ
ル
マ
目
錄
』
八
二
四
年
成
立
說
を
支
持
し
、『
解
深
密
經
疏
』
は
八
一
五
〜
八
二
四
年
の
閒
に
譯
出
さ
れ
た
と
推
定
で
き
る
。

　

な
お
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
眞
諦
がyang dag bden pa

の
名
稱
で
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
法
成
が
眞
諦
の
梵

語
名
「
パ
ラ
マ
ー
ル
タ
」（Param

ārtha

）
か
ら
で
は
な
く
、
漢
語
か
ら
直
接
に
譯
し
た
こ
と
に
よ
る）

24
（

。
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本
稿
筆
者
は
、
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
の
前
傳
期
に
著
さ
れ
た
チ
ベ
ッ
ト
人
の
作
品
お
い
て
『
解
深
密
經
疏
』
が
引
用
さ
れ
た
例
を
、
寡

聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
ま
た
そ
れ
以
外
に
も
、
眞
諦
の
九
識
說
が
前
傳
記
の
チ
ベ
ッ
ト
撰
述

獻
に
引
か
れ
る
例
は
未
見
で
あ
る
。

チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
そ
の
流
布
の
足
跡
が
確
認
で
き
る
の
は
、
後
傳
期
の
作
品
に
お
い
て
で
あ
る
。

四　

チ
ベ
ッ
ト
撰
述

獻
に
あ
ら
わ
れ
る
九
識
說

　

以
下
に
は
、
九
識
說
へ
の
言
及
が
確
認
さ
れ
た
四
人
の
人
物
の
著
作
に
つ
い
て
、
時
代
順
に
檢
討
し
よ
う
。
と
く
に
『
ク
ン
シ
カ

ン
テ
ル
』
に
み
ら
れ
た
九
識
說
批
判
が
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
獨
自
の
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
先
行
す
る
チ
ベ
ッ
ト

獻
に
そ
の
痕
跡
を

辿
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
點
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

（
一
）
セ
ー
リ
ン
・
タ
ル
マ
ツ
ル
テ
ィ
ム
（
十
二
世
紀
後
半
）

　

今
回
確
認
し
え
た
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
後
傳
記
に
お
け
る
最
古
の
九
識
說
へ
の
言
及
は
、
セ
ー
リ
ン
・
タ
ル
マ
ツ
ル
テ
ィ
ム
（gZad 

ring D
ar m

a tshul khrim
s / bZad pa ring m

o

）
に
よ
る
『
阿
毘
逹
磨
集
論
注
明
示
智
莊
嚴
』
で
あ
る
。
セ
ー
リ
ン
は
チ
ベ
ッ
ト
に

お
け
る
般
若
學
の
中
興
の
祖
と
も
い
え
る
サ
ン
プ
寺
下
院
第
十
三
代
座
主
ニ
ェ
ル
シ
ク
（gN

yal zhig ’Jam
 dpal rdo rje

十
二
世
紀
）

の
九
大
弟
子
の
一
人
で
あ
る
。
セ
ー
リ
ン
自
身
は
ト
プ
寺
（khro phu
）
で
學
堂
を
建
て
、
弟
子
の
育
成
に
從
事
し
、
そ
の
學
系
は

後
の
プ
ト
ゥ
ン
に
連
な
る
と
さ
れ
る）

25
（

。『
阿
毘
逹
磨
集
論
注
明
示
智
莊
嚴
』
の
テ
ク
ス
ト
は
、
デ
プ
ン
寺
の
十
六
羅
漢
堂
に
收
め
ら

れ
る
古
寫
本
群
の
中
か
ら
確
認
さ
れ
、
刊
行
さ
れ
た
。
寫
本
の
表
紙
頁
に
は
、
外
部
寺
院
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
を
示
す
標
識
と

整
理
番
號
（Phyi D

za   35

）
が
記
さ
れ
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
五
世
が
地
方
寺
院
か
ら
回
收
し
た
膨
大
な
古
寫
本
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
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知
ら
れ
る）

26
（

。

　

同
書
は
、
八
識
說
を
立
て
る
無
著
の
『
阿
毘
逹
磨
集
論
』
を
注
釋
し
て
ゆ
く
な
か
で
、「
識
の
定
義
根
據
（m

tshan gzhi

）」
に
言

及
し
、
そ
の
中
に
二
項
目
を
立
て
る
。﹇
１
﹈「
原
因
た
る
識
お
よ
び
そ
れ
に
附
隨
す
る
も
の
の
分
類
」
と
﹇
２
﹈「
結
果
た
る
智
と

轉
依
の
分
類
」
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
第
一
を
さ
ら
に
、﹇
１
・
１
﹈ 「
他
派
の
否
定
」
と
﹇
１
・
２
﹈ 「
自
派
の
論
證
」
と
い
う
二
項
目
に

開
く
。
そ
し
て
他
派
の
說
を
否
定
す
る
中
で
、﹇
１
・
１
・
１
﹈ 「〔
識
の
數
が
〕
八
よ
り
多
い
と
い
う
主
張
の
否
定
」
と
、﹇
１
・
１
・
２
﹈ 

「〔
識
の
數
が
八
〕
未
滿
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
否
定
」
を
說
く）

27
（

。
こ
の
う
ち
前
者
の
項
目
に
お
い
て
、
九
識
說
が
登
場
す
る
。
當
該

箇
所
の
和
譯
を
示
す
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
〔
九
識
說
の
紹
介
〕　

第
一
。
バ
ヴ
ィ
ヤ
先
生
（bha phya

）
な
ど
は
言
う
。「
心
の
集
ま
り
は
九
つ
あ
り
、
心
作
用
は
無
量
に

あ
る
。
す
な
わ
ち〔
九
つ
と
は
〕八
識
と
無
垢
な
る
意
で
あ
る
。
そ
れ〔
無
垢
な
る
意
〕が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
經
に「
善

逝
藏
は
一
切
世
界
に
遍
滿
す
る
。
一
切
衆
生
は
善
逝
藏
を
有
す
る
」
と
言
わ
れ
る
。
理
證
に
つ
い
て
は
、
佛
に
は
四
種
の
智
が

あ
り
う
る
か
ら
、
と
い
わ
れ
る
。
心
作
用
に
つ
い
て
、bya bsnyangs

やdbyal

な
ど
は）

28
（

心
に
依
據
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
。

　
〔
九
識
說
へ
の
論

〕　

こ
れ
は
正
し
く
な
い
。
そ
の
〔
第
九
識
た
る
無
垢
な
る
〕
意
は
、
顯
在
し
た
も
の
と
し
て
存
在
す
る

の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
種
子
が
〔
潛
在
態
と
し
て
〕
存
在
す
る
の
か
。
前
者
の
場
合
、
一
切
衆
生
は
聖
者
で
あ
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
後
者
の
場
合
、
敎
證
と
理
證
に
よ
っ
て
そ
れ
〔
種
子
〕
は
存
在
す
る
と
〔
す
で
に
〕
證
明
さ
れ
て
い
る
の

で
、
そ
れ
〔
種
子
〕
が
顯
在
し
て
い
る
こ
と
は
證
明
し
え
な
い
。
そ
し
て
單
に
種
子
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
必
ず
し
も
果
が

あ
る
と
は
限
ら
ず
、
種
子
の
能
力
が
妨
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
た
な
い
の
で
、
心
の
集
合
が
九
つ
あ
る
こ
と
（
す

な
わ
ち
九
識
說
）
は
不
合
理
で
あ
る
。
そ
し
て
、dbyal 

な
ど
は
心
不
相
應
〔
行
〕
で
あ
る
た
め
、
心
作
用
が
無
量
で
あ
る
と

い
う
の
は
不
合
理
で
あ
る）

29
（

。
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こ
こ
に
は
た
し
か
に
九
識
說
が
紹
介
さ
れ
る
け
れ
ど
、
不
明
な
點
が
多
い
。
ま
ず
、
八
識
と
「
無
垢
な
る
意
」（dri m

a m
ed pa’i 

yid
）
と
を
あ
わ
せ
た
九
識
說
を
、
眞
諦
で
は
な
く
バ
ヴ
ィ
ヤ
が
說
い
た
と
さ
れ
る
點
は
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
第
九
識
を
「
識
」
で

な
く
、「
意
」
と
し
て
い
る
點
も
眞
諦
の
說
と
は
異
な
る
。
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
る
九
識
論
者
は
、
敎
證
と
し
て
如
來
藏
を
說
く
經
典

を
引
用
し
、
理
證
と
し
て
佛
の
四
智
（
大
圓
鏡
智
、
妙
觀
察
智
、
平
等
性
智
、
成
所
作
智
）
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
つ
ま

り
凡
夫
に
は
無
垢
な
る
第
九
識
が
內
在
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
悟
り
を
得
た
と
き
に
無
垢
な
る
佛
智
が
成
立
し
う
る
と
い
う
理
屈
で

あ
る
。

　

九
識
說
批
判
を
展
開
す
る
後
半
部
分
は
、
第
九
識
た
る
「
無
垢
な
る
意
」
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
顯
在
と
潛
在
と
の
雙
方
の
可

能
性
を
立
て
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
不
合
理
と
な
る
こ
と
を
論
じ
、
第
九
識
の
存
在
を
斥
け
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
意
を
汲
む

と
、
第
九
識
が
佛
果
に
等
し
い
形
で
顯
在
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
備
え
る
あ
ら
ゆ
る
凡
夫
が
す
で
に
悟
り
を
得
て
い
る
は
ず
で

あ
る
し
、
逆
に
、
も
し
第
九
識
が
可
能
態
と
し
て
潛
在
し
て
い
る
だ
け
な
ら
ば
、
そ
れ
を
佛
智
と
同
等
な
も
の
と
呼
ぶ
こ
と
は
ふ
さ

わ
し
く
な
い
と
い
う
主
旨
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
セ
ー
リ
ン
の
議
論
に
は
、
九
識
說
が
登
場
こ
そ
す
る
が
、
眞
諦
の
名
は
出
ず
、
そ
し
て
圓
測
の
議
論
と
の
つ
な
が
り

が
み
え
な
い
。
な
お
先
に
見
た
よ
う
に
圓
測
は
、
眞
諦
の
九
識
說
を
紹
介
す
る
直
前
に
、
バ
ヴ
ィ
ヤ
に
言
及
す
る
も
の
の
、
あ
く
ま

で
六
識
說
論
者
と
し
て
紹
介
し
て
い
る）

30
（

。
い
っ
ぽ
う
の
セ
ー
リ
ン
は
バ
ヴ
ィ
ヤ
を
九
識
說
論
者
と
し
て
紹
介
す
る
點
で
大
き
な
違
い

が
あ
る
（
ま
た
は
バ
ヴ
ィ
ヤ
が
唯
識
批
判
の
文
脈
で
九
識
說
を
紹
介
し
て
い
る
と
も
解
釋
し
う
る
）。
現
時
點
で
セ
ー
リ
ン
の
議
論

の
典
據
は
不
明
で
あ
り
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
紹
介
す
る
九
識
說
と
一
本
の
線
で
直
接
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
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（
二
）
チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
（
一
二
二
七
〜
一
三
〇
五
）

　

次
に
十
三
世
紀
の
チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
の
著
作
に
お
い
て
、
九
識
說
は
『
宗
義
莊
嚴
華
』
お
よ
び
『
阿
毘
逹
磨
集
論
莊
嚴
華
』

に
確
認
さ
れ
る
。『
宗
義
莊
嚴
華
』
は
唯
識
學
派
の
解
說
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
記
す
。

眞
諦
先
生
は
、
無
垢
な
る
意
〔
を
あ
わ
せ
て
〕
九
種
〔
の
識
〕
を
認
め
る
。
こ
れ
ら
の
詳
細
な
意
味
に
つ
い
て
は
『
阿
毘
逹
磨

集
論
莊
嚴
華
』
に
あ
る）

31
（

。

　

す
な
わ
ち
眞
諦
の
九
識
說
に
つ
い
て
は
、『
阿
毘
逹
磨
集
論
莊
嚴
華
』
に
詳
細
を
讓
っ
て
い
る
。
こ
の
一
節
は
『
宗
義
莊
嚴
華
』

よ
り
も
『
阿
毘
逹
磨
集
論
莊
嚴
華
』
が
先
に
著
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
、
實
際
に
『
阿
毘
逹
磨
集
論
莊
嚴
華
』
を
み
て
み
る
と
、

識
蘊
の
解
說
箇
所
に
お
い
て
九
識
說
が
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
識
蘊
の
體
系
に
つ
い
て
の
第
一
の
項
目
と
し
て
、
識
蘊
の

一
般
的
な
意
味
を
紹
介
し
、
そ
の
な
か
で
、「
他
の
立
場
の
否
定
」
と
「
自
派
の
確
立
」
と
い
う
項
目
を
立
て
る
。
そ
の
う
ち
の
批

判
の
對
象
と
な
る
「
他
の
立
場
」
は
、
九
識
說
論
者
、
一
識
說
論
者
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
意
味
を
曲
解
し
て
論
じ
る
者
と
い
う
三
者
で

あ
り
、
順
次
批
判
し
て
ゆ
く）

32
（

。
九
識
說
論
者
の
紹
介
と
そ
の
批
判
に
該
當
す
る
箇
所
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
〔
九
識
說
の
紹
介
〕 

あ
る
者
は
〔
い
う
〕。「
識
〔
の
數
〕
は
無
垢
な
る
意
（dri m

a m
ed pa’i yid

）
と
を
併
せ
て
九
つ
で
あ
り
、

こ
れ
〔
す
な
わ
ち
無
垢
な
る
意
〕
無
く
し
て
成
佛
す
る
と
き
に
、
無
垢
の
心
が
新
た
に
生
ま
れ
る
な
ら
ば
、
か
つ
て
存
在
し
な

か
っ
た
新
た
な
る
心
が
生
ま
れ
る
こ
と
〔
に
な
り
、
そ
れ
〕
は
、
ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ
派
〔
の
思
想
〕
で
あ
る
」
と
。

　
〔
九
識
說
へ
の
論

〕 

こ
の
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
こ
れ
を
證
明
す
る
敎
證
と
理
證
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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〔
ま
ず
敎
證
に
つ
い
て
〕『
三
昧
王
經
』
に
「
善
逝
藏
は
一
切
世
界
に
遍
滿
す
る）

33
（

」
と
い
い
、「
一
切
衆
生
は
如
來
藏
を
有
す
る
」

と
い
う
〔
九
識
說
論
者
が
典
據
と
し
て
い
る
〕
御
言
葉
は
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
中
に
淨
化
の
種
子
が
存
在
す
る
こ
と
と
、
心
相
續

を
眞
如
が
遍
滿
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
圖
し
て
、
そ
の
よ
う
に
仰
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
『
勝
鬘
經
』
に
は
〔
ア
ー

ラ
ヤ
識
が
有
す
る
〕
淨
化
の
種
子
に
關
し
て
「
一
切
衆
生
は
如
來
藏
を
有
す
る
」
と
い
い
、『
莊
嚴
經
論
』
に
は
「
眞
如
は
あ

ら
ゆ
る
も
の
に
お
い
て
差
別
が
な
い
が
、
淸
淨
と
な
っ
た
も
の
が
如
來
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
ら
ゆ
る
者
（
有
身
者
）
た
ち

は
そ
れ
を
內
に
宿
す）

34
（

」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
〔
理
證
に
つ
い
て
〕、
無
垢
な
る
意
が
、
無
漏
の
知
の
種
子
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
ア
ー
ラ
ヤ
識

と
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
い
っ
ぽ
う
、〔
無
垢
な
る
意
が
〕
顯
在
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、（
ａ
）

排
除
對
象
（spang bya

）〔
す
な
わ
ち
煩
惱
〕
と
反
立
す
る
、
あ
る
い
は
（
ｂ
）
反
立
し
な
い
と
い
う
選
言
肢
が
あ
る
。

　
（
ａ
）
も
し
反
立
す
る
な
ら
ば
、
一
切
衆
生
は
〔
修
行
〕
道
に
勵
む
こ
と
を
要
さ
ず
に
、
解
脫
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
と
い

う
の
は
、
反
立
す
る
こ
と
（’gal zla
）
が
成
り
立
つ
な
ら
ば
、〔
無
垢
な
る
意
に
お
い
て
〕
排
除
對
象
は
存
在
し
え
な
い
（m

i 

gnas pa

）
か
ら
で
あ
る
。〔
逆
に
、
假
に
排
除
對
象
が
無
垢
な
る
意
と
同
時
に
〕
存
在
す
る
と
し
て
も
、〔
今
度
は
、
無
垢
な
る

意
と
排
除
對
象
が
〕
反
立
し
て
い
る
と
い
う
〔
前
提
そ
の
も
の
〕
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
。

　
（
ｂ
）
も
し
〔
無
垢
な
る
意
と
排
除
對
象
が
〕 
反
立
し
な
い
な
ら
ば
、
聖
法
を
聽
聞
し
た
と
き
で
さ
え
も
解
脫
が
で
き
な
い

こ
と
に
な
っ
て
し
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
無
漏
の
意
が
顯
在
し
て
い
て
も
、
排
除
對
象
は
除
去
さ
れ
な
い
（m

i ldog pa

）
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

過
去
世
が
存
在
し
な
い
〔
と
認
め
る
〕
な
ら
ば
、
ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ
派
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
無
漏
の
心
は
新
た
に
生
じ
る
も

の
な
の
で
、
そ
の
よ
う
に
な
る
こ
と
は
な
い）

35
（

。
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チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
は
『
宗
義
莊
嚴
華
』
に
お
い
て
九
識
論
を
眞
諦
に
歸
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
九
識
說
論
者
を

名
で
紹

介
す
る
。
そ
の
論
旨
は
、「
無
垢
な
る
意
」（dri m

a m
ed pa’i yid

）
が
存
在
す
る
論
據
と
し
て
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
人
が
成
佛
す
る

際
に
、
そ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
無
垢
な
る
心
が
新
た
に
生
ま
れ
る
と
い
う
事
態
を
許
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、

も
し
そ
れ
を
認
め
る
な
ら
ば
、
識
が
輪
廻
を
通
じ
て
連
續
す
る
も
の
で
は
な
く
、
新
た
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
說
く
ロ
ー
カ
ー

ヤ
タ
派
と
同
じ
立
場
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
佛
智
の
因
が
識
で
は
な
く
四
元
素
と
な
る
誤

謬
（bhūtacaitanyavāda
）
に
も
つ
な
が
り
、
一
切
智
者
が
存
在
し
な
く
な
る
誤
謬
に
も
つ
な
が
り
う
る
（『
宗
義
莊
嚴
華
』117. 3-4

）。

　

チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
は
そ
れ
否
定
す
る
た
め
に
九
識
說
論
者
が
援
用
し
た
敎
證
と
理
證
を
順
次
、
無
効
と
し
て
い
く
。
ま
ず
敎

證
に
關
し
て
、
一
切
衆
生
に
如
來
藏
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
說
く
『
三
昧
王
經
』
の
經
言
は
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
淨
化
の
種
子
が
存
在

し
、
そ
し
て
眞
如
の
遍
滿
を
意
圖
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
根
據
と
し
て
『
勝
鬘
經
』
と
『
大
乘
莊
嚴
經
論
』
第
九
章
三
七

偈
を
援
用
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
九
識
說
論
者
が
『
三
昧
王
經
』
を
敎
證
と
し
て
依
用
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
實
際
の

と
こ
ろ
、
先
に
見
た
セ
ー
リ
ン
お
よ
び
後
に
み
る
プ
ト
ゥ
ン
は
、
同
じ
經

を
九
識
說
論
者
の
敎
證
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。『
三

昧
王
經
』
は
由
緖
正
し
い
了
義
經
と
し
て
廣
く
認
め
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、い
わ
ゆ
る
如
來
藏
系
經
典
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

如
來
藏
說
の
典
據
と
し
て
し
ば
し
ば
援
用
さ
れ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
に
よ
る
と
、
こ
の
經
言
の
眞
意

は
、
九
識
說
を
意
圖
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
眞
如
に
つ
い
て
釋
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
理
證
に
つ
い
て
は
、「
無
垢
な
る
意
」
が
（
Ａ
）
無
漏
知
の
種
子
な
の
か
、（
Ｂ
）
顯
在
す
る
も
の
な
の
か
と
い
う
二
擇

を
提
示
し
、
各
々
論
破
す
る
。
こ
の
よ
う
に
第
九
識
を
潛
在
・
顯
在
に
分
け
、
雙
方
の
可
能
性
を
論
破
す
る
手
法
は
、
先
に
み
た
セ
ー

リ
ン
の
議
論
と
軌
を
一
に
す
る
。

　

ま
ず
（
Ａ
）
第
九
識
が
無
漏
知
の
種
子
で
あ
る
場
合
は
、
第
九
識
が
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
同
一
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
點
を
指
摘
し

て
、
そ
れ
な
ら
ば
第
九
識
を
別
立
す
る
必
要
性
が
な
く
な
る
と
し
て
、
九
識
說
を
排
斥
す
る
。
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い
っ
ぽ
う
（
Ｂ
）
第
九
識
が
顯
在
す
る
場
合
、
さ
ら
に
、「
無
垢
な
る
意
」
が
排
除
對
象
（spang bya 

す
な
わ
ち
煩
惱
）
と
（
ａ
）

反
立
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
（
ｂ
）
反
立
し
な
い
の
か
、
と
い
う
選
言
肢
を
提
示
す
る
。（
ａ
）
反
立
す
る
場
合
は
、
凡
夫
が
修
行

な
し
に
解
脫
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
缺
陷
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
「
無
垢
な
る
意
」
は
、
も
と
も
と
煩
惱
か
ら
解
放
さ
れ

た
狀
態
で
凡
夫
の
心
に
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
の
で
、煩
惱
を
な
く
し
て
く
ゆ
く
修
行
の
プ
ロ
セ
ス
が
不
要
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、（
ｂ
）「
無
垢
な
る
意
」
と
煩
惱
が
反
立
せ
ず
に
共
存
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
ん
ど
は
逆
に
、
凡
夫
が
聞
法
の
機

會
を
得
た
と
し
て
も
解
脫
に
結
び
つ
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
「
無
垢
な
る
意
」
が
顯
在
化
し
て
い
な
が
ら
、
煩

惱
が
除
外
さ
れ
な
い
ま
ま
に
共
存
し
續
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
九
識
說
を
認
め
な
い
な
ら
ば
ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ
派
と
同
じ
考
え
に
陷
っ
て
し
ま
う
と
い
う
九
識
論
者
の
主
張
に
つ
い
て
、

輪
廻
を
認
め
つ
つ
、「
無
漏
の
心
」
が
新
た
に
生
起
す
る
こ
と
は
矛
盾
な
く
成
立
す
る
の
で
そ
の
批
判
が
有
效
で
な
い
こ
と
を
述
べ

て
九
識
說
の
論
破
を
締
め
括
る
。

　

以
上
の
議
論
は
、
圓
測
の
『
解
深
密
經
疏
』
に
あ
ら
わ
れ
る
眞
諦
の
九
識
論
に
は
ト
レ
ー
ス
で
き
な
い
が）

36
（

、
セ
ー
リ
ン
の
そ
れ
に

お
お
む
ね
對
應
す
る
。

（
三
）
プ
ト
ゥ
ン
・
リ
ン
チ
ェ
ン
ト
ゥ
プ
（
一
二
九
〇 
〜
一
三
六
四
）

　

次
に
プ
ト
ゥ
ン
（B

u ston R
in chen grub

）
の
『
阿
毘
逹
磨
集
論
注
陽
光
』
に
お
け
る
九
識
說
へ
の
言
及
を
み
て
み
よ
う
。
同
書

は
先
學
に
よ
っ
て
何
度
か
扱
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
り）

37
（

、
チ
ベ
ッ
ト
撰
述
の
『
阿
毘
逹
磨
集
論
』
注
釋

獻
群
の
な
か
で
は
と
り
わ

け
名
が
知
ら
れ
て
い
る
。
槪
し
て
プ
ト
ゥ
ン
は
チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
か
ら
の
影

を
强
く
受
け
て
お
り
、
本
議
論
に
お
い
て
も
一

定
の
つ
な
が
り
が
豫
想
さ
れ
る
。
九
識
說
は
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
論
じ
る

脈
に
お
い
て
現
れ
、
ま
ず
一
識
說
論
者
を
批
判
し
た
後）

38
（

、
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九
識
說
論
者
へ
の
言
及
と
批
判
が
な
さ
れ
る
。

　

あ
る
者
が
、「
ア
マ
ラ
識
（dri m

ed kyi rnam
 shes

）
と
を
併
せ
て
〔
識
の
數
は
〕
九
つ
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
〔『
三
昧
王
經
』
に
〕

『
善
逝
藏
は
あ
ら
ゆ
る
者
た
ち
に
遍
滿
し
て
い
る
』
と
說
か
れ
、
そ
し
て
佛
の
智
慧
の
種
子
が
〔
一
切
衆
生
に
〕
存
在
す
る
か

ら
で
あ
る
。」
と
い
う
〔
が
、
そ
の
〕
主
張
も
ま
た
、
前
述
の
論
理
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
（khegs

）。

　
（
ａ
） 

無
漏
の
心
は
、
混
り
氣
の
な
い
も
の
だ
か
ら
、
凡
夫
に
は
無
い
と
說
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
凡
夫
に
ア
マ
ラ
識
が

顯
在
す
る
こ
と
は
排
斥
さ
れ
る
。

　
（
ｂ
） 

い
っ
ぽ
う
、
種
子
は
ア
ー
ラ
ヤ
〔
識
〕
に
お
い
て
、
水
と
乳
の
ご
と
く
〔
混
ざ
り
合
っ
て
い
る
と
『
攝
大
乘
論
』
な

ど
に
〕
說
か
れ
る
の
で
、〔
種
子
と
識
と
が
〕
對
立
す
る
な
ら
ば
（logs na

）、
識
が
自
己
の
〔
心
〕
相
續
と
し
て
成
り
立
つ
こ

と
が
排
斥
さ
れ
る
。〔
上
揭
の
〕
そ
の
敎
證
は
、
眞
如
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
滿
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
圖
す
る
も
の
で

あ
り
、〔『
大
乘
莊
嚴
經
論
』
第
九
章
三
七
偈
に
〕「
そ
の
眞
如
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
お
い
て
差
別
が
な
い
が
、
淸
淨
と
な
っ
た

も
の
が
如
來
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
切
衆
生
は
そ
れ
を
內
に
宿
す
」
と
い
う）

39
（

。

　

ま
ず
九
識
說
論
者
の
說
を

名
（「
あ
る
者
」kha cig
）
で
紹
介
す
る
。
こ
の
九
識
說
論
者
は
、
ア
マ
ラ
識
の
存
在
を
論
證
す
る

た
め
に
、
敎
證
と
し
て
は
「
善
逝
藏
は
あ
ら
ゆ
る
者
た
ち
に
遍
滿
し
て
い
る
」
と
い
う

言
を
援
用
し
、
そ
し
て
理
證
と
し
て
は
佛

智
の
種
子
が
あ
ら
ゆ
る
者
た
ち
に
存
在
す
る
と
い
う
點
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
前
主
張
は
、
そ
の
ま
ま
セ
ー
リ
ン
の
議
論

に
ト
レ
ー
ス
で
き
る
。

　

こ
れ
に
對
し
て
プ
ト
ゥ
ン
自
身
は
「
前
述
の
論
理
」（
八
識
說
論
証
）
に
よ
っ
て
そ
の
說
が
排
斥
さ
れ
る
と
い
い
、
具
體
的
な
議

論
を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
ア
マ
ラ
識
が
、（
ａ
）
顯
在
す
る
も
の
（m

ngon ’gyur

）
か
、（
ｂ
）
潛
在
態
と
し
て
の
種
子
か
と
い
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う
選
言
肢
を
立
て
て
、
順
次
そ
の
反
證
を
示
し
、
九
識
說
を
排
斥
す
る
。

　

プ
ト
ゥ
ン
は
前
者
（
ａ
）
に
つ
い
て
、
純
粹
な
る
無
漏
の
心
は
凡
夫
に
は
存
在
し
え
な
い
の
で
、
ア
マ
ラ
識
が
凡
夫
の
心
に
顯
在

し
た
形
で
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
つ
ま
り
、
第
九
識
が
顯
在
し
て
い
る
も
の
な
ら
ば
凡
夫
は
す
で
に
聖
者
と
な
っ
て
い
る
は

ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
後
者
（
ｂ
）
に
つ
い
て
、
種
子
は
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
渾
然
一
體
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
ア
マ
ラ
識
が
凡
夫
の
心
に
種
子
の

形
で
存
在
す
る
こ
と
も
否
定
す
る
。
こ
の
二
點
に
よ
っ
て
ア
マ
ラ
識
の
存
在
を
否
定
し
、
さ
ら
に
九
識
論
者
が
敎
證
と
し
て
用
い
た

「
善
逝
藏
が
あ
ら
ゆ
る
者
た
ち
に
遍
滿
し
て
い
る
」
と
い
う

言
に
つ
い
て
、
眞
如
の
遍
滿
を
意
圖
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ

れ
が
ア
マ
ラ
識
の
敎
證
と
し
て
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、『
大
乘
莊
嚴
經
論
』
第
九
章
三
七
偈
を
援
用
す
る
。
以
上
の
議

論
の
流
れ
は
、
セ
ー
リ
ン
お
よ
び
チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
の
議
論
と
同
じ
モ
デ
ル
で
あ
る
。

　

な
お
プ
ト
ゥ
ン
は
自
ら
著
し
た
佛
敎
史
の
目
錄
部
に
、漢
語
か
ら
譯
出
し
た
經
疏
と
し
て
圓
測
の
『
解
深
密
經
疏
』
を
擧
げ
る
が
、

圓
測
の
音
寫
語W

en tsheg

と
そ
の
譯
語rD

zogs gsal

で
表
記
さ
れ
る
人
物
に
つ
い
て
と
も
に
漢
人
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
同

一
人
物
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
考
察
の
必
要
が
あ
る
と
述
べ
、
結
論
を
保
留
し
て
い
る）

40
（

。

（
四
）
パ
ン
・
ロ
ト
ゥ
ー
テ
ン
パ
（
一
二
七
六
〜
一
三
四
二
）

　

同
時
代
の
パ
ン
・
ロ
ト
ゥ
ー
テ
ン
パ
（dPang Lo tsā ba B

lo gros brtan pa

）
は
、『
阿
毘
逹
磨
集
論
注
所
知
明
示）

41
（

』
に
お
い
て

識
の
數
を
め
ぐ
る
諸
說
を
紹
介
し
な
が
ら
、
眞
諦
の
九
識
說
に
わ
ず
か
に
言
及
す
る
。

デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
先
生
な
ど
は
、
識
は
六
つ
で
有
形
象
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
、
と
ボ
ー
デ
ィ
バ
ド
ラ
先
生
は
い
う）

42
（

。〔
あ
る
〕
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菩
薩
は
〔
識
が
〕
單
一
〔
意
識
の
み
〕
で
あ
る
と
語
る
の
で
、
識
は
一
つ
で
あ
る）

43
（

。
そ
し
て
眞
諦
師
な
ど
は
、
八
〔
か
ら
な
る

識
の
〕
集
合
と
、
無
垢
知
（dri m

a m
ed pa’i shes pa

）
と
を
併
せ
て
〔
識
は
〕
九
つ
で
あ
る
と
語
る）

44
（

。

　

こ
こ
で
は
具
體
的
な
九
識
說
の
內
容
に
踏
み
込
ん
で
い
な
い
た
め
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
圓
測
も
識
數
を
め

ぐ
る
諸
說
を
列
擧
す
る
が
、
そ
れ
は
聲
聞
の
六
識
說
、
中
觀
の
六
識
說
、
唯
識
の
菩
提
留
支
・
眞
諦
・
玄
奘
に
言
及
す
る
も
の
で
あ

り
、
ロ
ト
ゥ
ー
テ
ン
パ
の
列
擧
の
仕
方
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
六
識
有
形
象
說
、
ボ
ー
デ
ィ
バ
ド
ラ

に
紹
介
さ
れ
る
『
攝
大
乘
論
』
所
出
の
一
識
說
、
そ
し
て
眞
諦
の
九
識
說
に
言
及
し
て
お
り
、
前
二
者
は
イ
ン
ド
撰
述
佛
典
を
參
照

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

五　

考
察

　

以
上
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
以
前
の
チ
ベ
ッ
ト
撰
述

獻
に
散
見
さ
れ
る
九
識
說
を
、
時
代
順
に
檢
討
し
て
み
た
。
以
下
、
各
議
論
の
ポ

イ
ン
ト
を
整
理
し
て
、
そ
の
中
に
み
ら
れ
る
連
續
と
斷
絕
を
見
定
め
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
議
論
と
對
照
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
眞
諦
の
九
識
說
は
、
八
一
五
〜
八
二
四
年
の
閒
に
チ
ベ
ッ
ト
語
に
飜
譯
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
圓
測
疏
を
通
じ
て
チ
ベ
ッ
ト

に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
圓
測
の
紹
介
す
る
ア
マ
ラ
識
は
、
眞
如
を
本
體
と
し
、
所
緣
と
能
緣
と
の
兩
義
を
有
し
、
本
覺
と
も

い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
九
識
章
」
と
『
決
定
藏
論
』「
九
識
品
」
を
典
據
と
す
る
。
そ
し
て
圓
測
は
九
識
說
を
否
定
す
る
た
め
に
、

『
如
來
功
德
莊
嚴
經
』
を
典
據
と
し
て
、
ア
マ
ラ
識
と
は
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
淨
分
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
こ
れ
を
斷
じ
る
。

　

つ
ぎ
に
十
二
世
紀
の
セ
ー
リ
ン
は
、
九
識
說
論
者
の
例
と
し
て
バ
ヴ
ィ
ヤ
な
ど
に
言
及
し
、
眞
諦
の
名
は
擧
げ
な
い
。
こ
の
九
識

說
論
者
は
、
第
九
識
の
存
在
論
證
に
あ
た
っ
て
如
來
藏
說
（『
三
昧
王
經
』
か
）
を
敎
證
と
し
、
凡
夫
の
識
が
い
ず
れ
佛
の
四
智
に
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な
り
う
る
の
で
そ
の
原
因
と
な
る
無
垢
な
る
識
が
一
切
衆
生
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
理
證
と
す
る
。
こ
れ
に
對
し
て
九
識
說
の
否

定
は
、
次
の
觀
點
か
ら
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
第
九
識
が
顯
在
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
凡
夫
は
み
な
聖
者
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で

あ
る
し
、
い
っ
ぽ
う
第
九
識
が
種
子
で
あ
る
な
ら
ば
、
種
子
は
果
と
は
異
な
る
の
で
無
垢
で
は
あ
り
え
な
い
と
し
て
斥
け
る
。

　

チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
は
、『
宗
義
莊
嚴
華
』
に
お
い
て
九
識
說
論
者
と
し
て
眞
諦
に
言
及
す
る
が
、『
阿
毘
逹
磨
集
論
莊
嚴
華
』

で
は

名
で
紹
介
す
る
。
後
者
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
る
九
識
說
論
者
は
、第
九
識
を
立
證
す
る
た
め
に
『
三
昧
王
經
』
を
敎
證
と
し
、

第
九
識
が
な
け
れ
ば
凡
夫
の
識
と
佛
智
と
の
連
續
性
が
說
明
で
き
な
い
（
つ
ま
り
凡
夫
は
成
佛
で
き
な
い
）
點
を
理
證
と
す
る
。
そ

し
て
九
識
說
の
否
定
に
際
し
て
、
敎
證
と
さ
れ
た
『
三
昧
王
經
』
の
眞
意
は
第
九
識
で
は
な
く
第
八
識
を
敎
え
る
も
の
で
あ
る
と
指

摘
し
、『
勝
鬘
經
』
と
『
大
乘
莊
嚴
經
論
』
第
九
章
三
七
偈
を
援
用
す
る
。
理
證
に
つ
い
て
は
、
第
九
識
が
種
子
な
ら
ば
、
ア
ー
ラ

ヤ
識
と
同
一
と
な
る
し
、
い
っ
ぽ
う
、
も
し
第
九
識
が
顯
在
し
て
い
る
も
の
な
ら
ば
、
そ
れ
が
煩
惱
と
反
立
す
る
場
合
は
凡
夫
が
す

で
に
聖
者
で
あ
る
こ
と
に
な
る
し
、
逆
に
第
九
識
が
煩
惱
と
反
立
せ
ず
不
離
で
あ
る
場
合
は
凡
夫
が
い
く
ら
聞
法
を
な
し
て
も
解
脫

で
き
な
い
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
す
べ
て
の
可
能
性
を
排
斥
す
る
。
さ
ら
に
チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
は
、
九
識
說
を
否
定
す
る
た
め

の
別
の
根
據
と
し
て
、
同
說
の
提
唱
者
を
眞
諦
で
は
な
く
圓
測
に
歸
し
、
同
說
を
イ
ン
ド
に
由
來
し
な
い
非
正
當
說
で
あ
る
點
を
擧

げ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
に
お
け
る
イ
ン
ド
・
中
國
佛
敎
の
優
劣
の
價
値
基
準
を
知
る
う
え
で
興
味
深
い
議
論
で
あ

る
。
後
者
の
議
論
は
ツ
ォ
ン
カ
パ
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
、
そ
し
て
否
定
さ
れ
る
（
上
記
二
（
三
））。

　

プ
ト
ゥ
ン
は
九
識
說
論
者
を

名
で
紹
介
し
、
敎
證
と
し
て
『
三
昧
王
經
』、
理
證
と
し
て
凡
夫
に
は
佛
の
種
子
が
あ
る
こ
と
を

主
張
す
る
九
識
說
論
者
を
紹
介
す
る
。
こ
の
九
識
說
を
否
定
す
る
た
め
に
、
敎
證
に
つ
い
て
『
三
昧
王
經
』
の
經

が
第
九
識
を
意

圖
し
て
い
な
い
點
を
指
摘
し
、
チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
と
同
樣
に
『
大
乘
莊
嚴
經
論
』
第
九
章
三
七
偈
を
援
用
す
る
。
理
證
に
つ
い

て
は
、
第
九
識
が
顯
在
し
て
い
る
な
ら
ば
凡
夫
が
聖
者
で
あ
る
こ
と
に
な
る
し
、
第
九
識
が
種
子
で
あ
る
な
ら
ば
、
種
子
は
第
八
識

の
中
に
混
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
九
識
を
別
出
す
る
必
要
が
な
い
點
を
指
摘
し
、
九
識
說
を
斥
け
る
。
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ロ
ト
ゥ
ー
テ
ン
パ
は
、
九
識
說
論
者
と
し
て
眞
諦
の
名
に
言
及
す
る
の
み
で
あ
り
、
上
記
の
よ
う
な
議
論
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
瑜

伽
行
派
の
識
の
數
を
め
ぐ
る
議
論
の
ひ
と
つ
と
し
て
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
。
同
樣
の
記
述
は
、
こ
れ
以
前
の
リ
ク
レ
ル
の
『
宗
義

莊
嚴
華
』
な
ど
に
も
み
ら
れ
、
後
代
に
は
ジ
ャ
ム
ヤ
ン
シ
ェ
ー
パ
の
宗
義
書
な
ど
に
も
繼
承
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る）

45
（

。

　

そ
し
て
ツ
ォ
ン
カ
パ
は
、
圓
測
疏
を
引
用
し
て
眞
諦
の
九
識
說
を
紹
介
し
、
そ
の
否
定
に
際
し
て
、
ア
マ
ラ
識
が
恆
常
か
つ
無
常
、

つ
ま
り
有
爲
（
で
あ
る
心
・
心
所
法
）
か
つ
無
爲
（
で
あ
る
眞
如
）
と
い
う
同
時
に
成
立
し
え
な
い
要
素
が
共
存
し
て
し
ま
う
不
都

合
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
ア
マ
ラ
識
が
色
法
や
心
不
相
應
行
法
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
も
含
ま
れ
え
な
い
點
を
突
い
て
、
九
識
說
論
者
の

逃
げ
道
を
塞
ぐ
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
圓
測
、
チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
、
プ
ト
ゥ
ン
の
結
論
は
共
通
し
て
お
り
、
第
九
識
と
は
結
局
、
第
八
識
の
種
子

あ
る
い
は
淨
分
の
こ
と
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
セ
ー
リ
ン
と
ツ
ォ
ン
カ
パ
は
こ
の
點
に
つ
い
て
明
記
し
な
い
。
議
論
の
內
容
に

つ
い
て
は
、
セ
ー
リ
ン
、
チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
、
プ
ト
ゥ
ン
の
三
者
が
ほ
ぼ
共
通
の
祖
形
に
從
っ
て
お
り
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る

『
阿
毘
逹
磨
集
論
』
の
注
釋
の
傳
統
に
お
い
て
當
該
の
議
論
が
比

的
忠
實
な
形
で
亂
脫
な
く
繼
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
こ
で
は
、
九
識
說
を
根
據
付
け
る
敎
證
と
し
て
『
三
昧
王
經
』
所
說
の
如
來
藏
說
が
援
用
さ
れ
て
い
る
點
と
、
九
識
說
の
否
定
に

際
し
て
第
九
識
の
顯
在
・
潛
在
を
選
言
肢
と
し
て
提
示
し
て
雙
方
と
も
に
拒
斥
す
る
點
が
共
通
の
軸
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
點
は

圓
測
疏
に
は
直
接
確
認
で
き
な
い
た
め
、
セ
ー
リ
ン
ら
の
議
論
が
別
の
漢

典
據
に
從
っ
て
い
る
可
能
性
、
あ
る
い
は
チ
ベ
ッ
ト
佛

敎
に
お
い
て
獨
自
に
創
出
・
發
展
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
と
が
豫
想
さ
れ
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
チ
ベ
ッ
ト
語
資
料
の
狀
況
か

ら
判
斷
す
る
と
後
者
の
ほ
う
が
よ
り
有
力
と
い
え
る
が
、
最
終
的
な
結
論
は
今
後
の
硏
究
の
成
果
に
委
ね
ざ
る
を
え
な
い
。
い
っ
ぽ

う
で
セ
ー
リ
ン
は
、
九
識
說
論
者
を
眞
諦
で
は
な
く
バ
ヴ
ィ
ヤ
と
す
る
（
ま
た
は
バ
ヴ
ィ
ヤ
が
そ
れ
を
紹
介
し
た
と
す
る
）
な
ど
、

チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
九
識
說
の
傳
承
に
お
い
て
は
何
ら
か
の
「
ね
じ
れ
」
が
生
じ
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
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そ
し
て
こ
れ
ら
、
十
二
〜
十
四
世
紀
の
『
阿
毘
逹
磨
集
論
』
注
釋

獻
中
に
確
認
さ
れ
た
九
識
說
が
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
紹
介
す
る

九
識
說
と
全
同
で
な
い
點
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ツ
ォ
ン
カ
パ
は
、
お
そ
ら
く
チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
な
ど
に
よ
る
言
及
を
も
と

に
し
て
圓
測
疏
に
現
れ
る
眞
諦
の
九
識
說
の
存
在
を
知
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
自
ら
そ
の
典
據
を
確
か
め
て
そ
れ
を
引
用
す
る
と
い

う
原
典
に
遡
る
姿
勢
は
、

獻
學
手
續
き
と
し
て
妥
當
な
も
の
で
あ
り
、
評
價
に
値
す
る
。
そ
し
て
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
に
お
け

る
九
識
說
否
定
は
、『
阿
毘
逹
磨
集
論
』
注
釋

獻
に
お
け
る
議
論
か
ら
い
っ
た
ん
離
れ
て
、
独
自
の
視
點
か
ら
反
證
を
試
み
て
い

る
よ
う
に
み
え
る
。
も
し
こ
の
理
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
功
績
は
、
圓
測
疏
を
自
ら
讀
み
込
ん
で
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お

け
る
九
識
說
の
傳
承
に
附
隨
し
て
い
た
「
ね
じ
れ
」
を
正
そ
う
と
試
み
た
點
に
あ
る
と
い
え
る
。

お
わ
り
に

　

チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
眞
諦
の
九
識
說
は
、
圓
測
作
『
解
深
密
經
疏
』
の
チ
ベ
ッ
ト
譯
に
よ
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
に
導
入
さ
れ
、
十
二
〜

十
四
世
紀
ま
で
の
閒
に
は
若
干
歪
め
ら
れ
た
形
（
ま
た
は
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
形
）
で
そ
れ
が
紹
介
お
よ
び
批
判
さ
れ
、
そ

し
て
ツ
ォ
ン
カ
パ
が
『
解
深
密
經
疏
』
に
立
ち
戾
つ
て
議
論
を
行
っ
て
い
る
點
に
つ
い
て
、
今
回
扱
い
得
た
例
に
關
す
る
限
り
、
確

か
め
ら
れ
た
。

　

最
後
に
、
本
稿
で
立
入
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
點
と
課
題
に
つ
い
て
觸
れ
て
お
こ
う
。
チ
ベ
ッ
ト
撰
述

獻
に
あ
ら
わ
れ
る
九

識
說
は
、
如
來
藏
と
第
九
識
を
同
體
と
し
て
、
第
八
識
か
ら
峻
別
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
あ
え
て
立
ち
入
ら
な
か
っ
た
第
八

識
と
如
來
藏
と
の
同
體
・
別
體
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
い
わ
ゆ
る
「
他
空
說
」
と
の
關
連
に
お
い
て
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
た
め
、
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
に
お
け
る
唯
識
・
如
來
藏
思
想
の
展
開
と
い
う
、
よ
り
大
き
な

脈
か
ら
九
識
說
を
位
置
づ
け
る
試
み

も
必
要
に
な
っ
て
く
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
は
ツ
ォ
ン
カ
パ
に
言
及
さ
れ
る
、
一
乘
三
乘
の
權
實
を
め
ぐ
る
眞
諦
の
議
論
な
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ど
も
含
め
、
九
識
說
以
外
の
學
說
を
も
包
括
し
た
、
眞
諦
說
の
總
合
的
受
容
に
つ
い
て
、
よ
り
廣
い
觀
點
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も

必
要
と
な
ろ
う
。

　

本
稿
は
、
全
て
の
關
連

獻
を

羅
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
た
め
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
に
先
行
す
る
九
識
說
へ
の
言
及
の
ご
く

一
端
を
紹
介
し
た
、
は
な
は
だ
不
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
、
中
閒
報
吿
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
將
來
、
よ
り
多
く
の

資
料
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
「
點
」
を
補
足
し
な
が
ら
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
、
そ
の
結
果
、
よ
り
解
像
度
の
高
い
鮮

明
な
全
體
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

資
料
篇
①
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
第
三
章
・
和
譯

凡
例　

 

　

以
下
に
は
順
次
、
①
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
第
三
章
の
和
譯
、
②
チ
ベ
ッ
ト
語
原

校
訂
テ
ク
ス
ト
、
③
お
よ
び
同
章
に
引
用
さ
れ
る
圓

測
著
『
解
深
密
經
疏
』
の
漢

原

の
テ
ク
ス
ト
を
提
示
す
る
。
和
譯
に
つ
い
て
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の

言
を
そ
の
ま
ま
に
譯
し
て
彼
の
理
解

を
探
る
作
業
は
缺
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
の
テ
ク
ス
ト
の
傳
承
に
は
混
亂
が
著
し
い
た
め
、
ど
こ
ま
で
が
彼
の
本

來
の
理
解
を
反
映
す
る
も
の
か
判
定
し
難
い
。
そ
れ
ゆ
え

意
の
通
じ
な
い
箇
所
は
、典
據
と
さ
れ
て
い
る『
解
深
密
經
疏
』の
法
成
の
チ
ベ
ッ

ト
譯
の
助
け
を
借
り
、
適
宜
訂
正
し
た
。
さ
ら
に
法
成
の
チ
ベ
ッ
ト
譯
に
も
明
ら
か
に

意
が
通
ら
な
い
箇
所
が
あ
る
場
合
、
適
宜
圓
測
の

漢

原

に
遡
っ
て
訂
正
し
注
記
し
た
。
無
論
こ
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
和
譯
は
、
合
揉
本
の
よ
う
な
體
を
呈
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ツ
ォ

ン
カ
パ
の
理
解
と
乖
離
す
る
危
險
性
も
孕
む
こ
と
に
な
る
が
、

意
の
通
ら
な
い
無
意
味
な
和
譯
を
回
避
す
る
た
め
に
と
っ
た
苦
肉
の
策
で

あ
る
こ
と
を
豫
め
斷
っ
て
お
き
た
い
。

 

　
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
校
訂
テ
ク
ス
ト
は
、
タ
シ
ル
ン
ポ
版
、
シ
ョ
ル
版
、
北
京
版
を
對
校
し
、Sparham

の
校
訂
本
と
も
對
照
し
た
。
そ

し
て
『
解
深
密
經
疏
』
引
用
部
分
は
、
テ
ン
ギ
ュ
ル
所
收
の
チ
ベ
ッ
ト
譯
（
デ
ル
ゲ
版
四
〇
一
六
番
）
と
中
華
大
藏
經
と
を
對
照
し
て
異
讀
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を
示
し
た
。
テ
ン
ギ
ュ
ル
諸
版
の
讀
み
は
中
華
大
藏
經
の
校
勘
に
も
と
づ
く
。
使
用
す
る
略
號
は
次
の
と
お
り
。

  
K

＝ 『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
タ
シ
ル
ン
ポ
版

 
S

＝ 『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』Sparham

 （1993

）
に
よ
る
校
訂
テ
ク
ス
ト
。

 
P

＝ 『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
北
京
版 

六
一
四
九
番 C

ha, 203a6-205b2

 
Z

＝ 『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
シ
ョ
ル
版
（
ツ
ル
テ
ィ
ム
・
小
谷
（
一
九
八
八
）
に
影
印
版
再
錄
）52a6-54b3

 
W

D

＝ 

圓
測
『
解
深
密
經
疏
』（
圓
測
疏
） 

デ
ル
ゲ
版
四
〇
一
六
番Ti

。

 
W

C , W
N , W

P

＝ 

圓
測
疏
の
チ
ョ
ネ
版
、
ナ
ル
タ
ン
版
、
北
京
版
の
異
讀
。

 

中
華　

＝ 

中
華
大
藏
經
丹
珠
爾
第
六
十
八
卷
。

 

〈　

〉＝ 『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
に
お
い
て
施
さ
れ
た
行
閒
注
（m

chan

）。

﹇
九
識
說
の
紹
介
﹈

　

第
三
、
識
の
集
合
體
は
九
か
ら
成
る
と
い
う
主
張
（
九
識
說
）
の
否
定
に
二
項
目
あ
る
う
ち
、
前
主
張
は
〔
次
の
通
り
〕。

 

（
本
頌
）「
第
七
の
ア
ー
ダ
ー
ナ
識
と
、
三
通
り
に
說
か
れ
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
、
第
九
の
ア
マ
ラ
識
と
を
認
め
る
の
が
眞
諦
の
流
儀
で
あ
る
」。

﹇
解
深
密
經
疏
か
ら
の
引
用
﹈

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
大
乘
の
先
生
た
ち
が
識
の
數
の
多
少
に
つ
い
て
〔
樣
々
に
〕
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
、
中
國
の
圓
測
（W

en tsheg

）
先
生
が

解
說
し
た
通
り
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
七
十
五
卷
（bam

 po

）
か
ら
な
る
『
解
深
密
經
疏）

46
（

』
に
、
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﹇
識
の
數: 

小
乘
と
大
乘
﹈

　

そ
の
う
ち）

47
（

數
の
多
少
に
つ
い
て
の
解
說
は
、
諸
々
の
聲
聞
藏
（
典
籍
）
に
は
識
は
六
つ
の
み
で
あ
る
と
あ
り
、
七
ま
た
は
八
で
あ
る
と
は
說
か

な
い
。
詳
し
く
は）

48
（

そ
れ
ら
（
聲
聞
藏
）
に
示
さ
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。

﹇
大
乘
に
お
け
る
識
の
數
・
龍
猛
等
に
お
け
る
識
の
數
﹈

　

次
に
、
大
乘
の
敎
說
と
結
び
つ
け
る
と
、
解
釋
に
は
二
種
あ
る
。

　

そ
の
う
ち
の
第
一
。
龍
樹
先
生
な
ど
は
、「
識
は
六
つ
の
み
で
あ
る
」
と
解
說
す
る
。
そ
の
た
め
バ
ヴ
ィ
ヤ
先
生
が
著
作
さ
れ
た
『
中
觀
心
論
』

の
中
の
「
入
眞
實
甘
露
品
」
に
は
「
六
種
の
識
と
は
別
に
阿
賴
耶
識
は
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
眼
を
始
め
と
す
る
六
種
の
識
の
中
に
含
ま
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
空
華
と
等
し
い
」
と
說
か
れ
て
い
る）

49
（

。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
の
宗
は
、
六
種
の
識
の
み
を
規
定
し
て
い
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。

﹇
彌
勒
宗
に
お
け
る
識
の
數
﹈

　

第
二
。
聖
彌
勒
の
宗
は
、『
聖
金
光
明
經
』
な
ど
に
依
據
し
て
、
識
は
八
つ
揃
っ
た
も
の
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。〔
し
か
る
に）

50
（

〕
こ
の
宗
に

依
據
す
る
イ
ン
ド
（rgya gar yul ba 

西
方
）
の
先
生
た
ち
に
は
、
三
種
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

﹇
彌
勒
宗
に
お
け
る
識
の
數
①
・
菩
提
留
支
﹈

　

第
一
。
菩
提
留
支
先
生
は
『
唯
識
論
』（
大
正
一
五
八
八
番
）
に
依
っ
て
、
二
種
の
心
を
規
定
す
る
。

　

そ
の
う
ち
第
一
〔
の
心
〕
は
、
法
性
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
眞
如
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
眞
如
と
い
う
、
心
の
本
性
そ
の
も
の
に
つ

い
て
「
心
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
〔
通
常
の
心
の
如
く
に
〕
知
覺
對
象
を
も
つ
も
の
で
は
な
い）

51
（

。

　

第
二
〔
の
心
〕
は
、
相
應
心
で
あ
る
。
信
や
貪
な
ど
の
心
作
用
と
相
應
す
る
も
の
と
說
か
れ
る
。

　

そ
れ
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。﹇
ク
ン
シ
亂
脫
↓
﹈〔
眞
如
は
〕
た
だ
意
の
本
質
を
解
說
す
る
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
か
つ
、
識
の
本
質
〔
を
解
說

す
る
〕
に
他
な
ら
な
い
か
ら）

52
（

﹇
↑
亂
脫
﹈、〔
眞
如
を
〕
意
や
識
と
い
っ
て
も
、
矛
盾
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

53
（

。
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﹇
彌
勒
宗
に
お
け
る
識
の
數
②
・
眞
諦
﹈

　

第
二
。
眞
諦
先
生
は
『
決
定
藏
論
』
に
依
據
し
て
九
種
の
識
の
意
味
を
規
定
す
る
。「
九
識
品
」
に
示
さ
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
。

　

そ
の
う
ち
六
識
と
い
う
の
は
、
眼
を
始
め
と
す
る
六
種
の
識
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
は
他
の
諸
論
書
の
所
說
と
一
致
す
る）

54
（

。

　

第
七
〔
識
〕
は
、
執
持
識
（
ア
ー
ダ
ー
ナ
識
）
で
あ
る）

55
（

。〔
そ
れ
は
〕
第
八
〔
識
〕
を
「
私
自
身
、
私
の
も
の
」（
我
我
所
）
と
把
握
す
る
の
で）

56
（

、

〔
そ
こ
に
は
〕
煩
惱
障
の
み
が
あ
り）

57
（

、
法
執
は
な
い
。〔
第
七
識
は
〕
決
し
て
佛
に
成
る
こ
と
は
な
い）

58
（

。

　

第
八
〔
識
〕
は
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
ま
た
三
種
あ
る
。

　

あ
る
者
は
言
う
（
漢

原

に
は
缺
）。
第
一
は
本
性
の
ア
ー
ラ
ヤ
で
あ
る）

59
（

。
佛
に
成
る
も
の
と
い
う
意
味
が
あ
る）

60
（

。

　

第
二
、
異
熟
の
ア
ー
ラ
ヤ
は
、
十
八
界
を
所
緣
と
す
る
。
そ
の
た
め
『
中
邊
分
別
論
』
本
偈
（
第
一
章
三
偈
）
に
、「
感
官
と
對
象
と
我
と
表
識

と
し
て
顯
現
す
る
識
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
生
ず
る
」（
根
塵
我
及
識
。
本
識
生
似
彼
）（
長
尾
譯
「
識
が
生
起
す
る
と
き
、
そ
れ
は
對
境

と
し
て
、
有
情
と
し
て
、
自
我
と
し
て
、
お
よ
び
表
識
と
し
て
（
四
通
り
に
）
顯
現
す
る
」）
と
說
か
れ
て
い
る
か
ら
こ
れ
ら
論
書
に
依
據
し
て

十
八
界
を
所
緣
と
す
る
と
い
わ
れ
る）

61
（

。

　

第
三
、
汚
染
の
ア
ー
ラ
ヤ
は
、
眞
如
と
い
う
對
象
を
所
緣
と
す
る
。
四
種
）
62
（

が
生
じ
る
。
そ
れ
は
法
執
で
あ
る
が
、
人
執
で
は
な
い
、
と
い
う

安
慧
先
生
の
宗
に
依
據
し
て
そ
の
よ
う
に
說
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

第
九
の
ア
マ
ラ
識
は
、
眞
如
を
本
性
と
し
て
い
る
。
眞
如
と
い
う
一
つ
の
本
性
に
は）

63
（

、
二
種
の
意
味
が
あ
る
。
第
一
は
知
覺
對
象
（
所
緣
）
と

い
う
境
で
あ
る
。〔
そ
れ
は
〕
眞
如
、
眞
理
の
極
限( bhūtakoṭi)
な
ど
と
い
わ
れ
る
。
第
二
は
知
覺
主
體
（
能
緣
）
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
ア
マ

ラ
識
と
も
い
わ
れ
、
本
覺
（gzod m

a nas rig pa

）
と
も
い
わ
れ
る
。
く
わ
し
く
は
、「
九
識
說）

64
（

」
と
、『
決
定
藏
論
』
の
中
の
「
九
識
品
」
に
出
て

い
る
如
く
で
あ
る
と
い
う
。

﹇
彌
勒
宗
に
お
け
る
識
の
數
③
・
玄
奘
﹈

　

第
三
、
玄
奘
先
生）

65
（

は
、﹇
ク
ン
シ
缺

↓
﹈『
聖
楞
伽
經
』
な
ど
お
よ
び
護
法
先
生
の
宗
に
依
據
し
て
、
た
だ
八
種
の
み
の
識
を
規
定
す
る
が
、
九
種

と
は
說
か
な
い）

66
（

。
バ
ヴ
ィ
ヤ
先
生
の
宗
を
論
破
す
る
た
め
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
論
據
基
準
を
規
定
す
る
に
際
し
て）

67
（

、
自
ら
の
敎
證
と
矛
盾
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す
る
と
い
う
過
失
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
﹇
↑
缺

﹈『
聖
楞
伽
經
』
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
經
に
お
い
て
、
第
八
は
ア
ー
ラ
ヤ
識
で
あ
る
と
說
か
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

　

も
し
そ
う
な
ら
ば
、
な
ぜ
『
大
品
般
若
』
な
ど
に
、
識
は
六
種
の
み
な
り
、
と
說
か
れ
る
の
か
。
護
法
先
生
は
『
成
唯
識
論
』
に
お
い
て
、
語
釋
・

解
說
し
（brda sprad de bshad pa las

）、
次
の
よ
う
に
述
べ
る）

68
（

。「
諸
經
に
お
い
て
識
は
六
種
と
仰
っ
た
の
は
、
隨
轉
（
臨
機
應
變
な
や
り
か
た）

69
（

）

を
切
り
口
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
基
盤
た
る
六
種
の
感
官
に
從
っ
て〔
識
は
〕六
種
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。〔
し
か
し
〕識
の
區
別
は
、

實
際
の
と
こ
ろ
は
八
種
類
で
あ
る）

70
（

」。

　

ど
う
し
て
龍
樹
先
生
は
、
識
は
六
種
の
み
な
り
、
と
規
定
し
た
の
か
、
と
い
う
な
ら
ば
、
答
え
る）

71
（

。
實
際
の
と
こ
ろ
、
龍
樹
先
生
は
第
七
と
第

八
〔
の
識
〕
も
存
在
す
る
と
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
と）

72
（

。

﹇
ツ
ォ
ン
カ
パ
に
よ
る
補
足
解
說
﹈

　

そ
の
よ
う
に
〔
唯
識
派
の
〕
三
種
の
主
張
を
列
擧
し
て
、
圓
測
自
身
は
玄
奘
に
從
い
、
バ
ヴ
ィ
ヤ
先
生
の
所
說
を
提
示
す
る
が
、
現
行
の
チ
ベ
ッ

ト
譯
『
中
觀
心
論
』
の
中
に
は
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
そ
の
よ
う
に
否
定
す
る
〔

章
〕
は
み
あ
た
ら
な
い
し
、
章
題
は
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

よ
う
な
も
の
〔「
入
眞
甘
露
品
」〕
は
な
い）

73
（

。
そ
れ
ゆ
え
圓
測
（W

en tsheg

）
先
生
の
名
に
つ
い
て
『
パ
ン
タ
ン
目
錄
』
に
ゾ
ク
セ
ル
（rD

zogs 

gsal

）
と
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
リ
ク
ペ
ー
レ
ル
テ
ィ
が
「
ア
マ
ラ
識
を
九
識
と
認
め
る
者
は
圓
測
（rD

zogs gsal

）
で
あ
る
」
と
認
め
る
こ
と
は
、

妥
當
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
圓
測
（rD

zogs gsal

）
は
中
國
人
で
あ
り
、
九
識
に
つ
い
て
は
眞
諦
が
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
イ
ン
ド
人
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

﹇
九
識
說
批
判
﹈

　

そ
の
よ
う
に
〔
識
の
〕
集
合
を
九
種
と
認
め
る
者
を
否
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
〔
次
の
よ
う
に
い
う
〕。

 

（
本
頌
）「
八
〔
の
識
の
〕
集
合
と
は
別
の
根
本
識
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、〔
そ
の
識
は
〕
常
住
な
も
の
と
な
る
か
ら
、〔
識
が
〕
九
種
類
の
集



チベット撰述 獻に傳わる眞諦の九識說

375

合
で
あ
る
と
す
る
主
張
を
立
證
す
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。」

　

八
〔
の
識
の
〕
集
合
と
は
別
個
に
、〔
第
九
の
〕
主
要
な
る
識
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、〔
そ
れ
は
〕
常
住
な
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
〔
無
常
な
る
〕

事
物
で
も
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
〔
つ
ま
り
第
九
識
〕
は
〔
眞
如
と
い
う
〕
無
爲
で
あ
り
、
か
つ
認
識
主
體
た
る
識
〔
つ

ま
り
有
爲
〕
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

一
方
、
も
し
、「〔
第
九
識
は
〕
八
〔
の
識
の
〕
集
合
に
含
ま
れ
な
い
が
有
爲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
な
ら
ば
、
妥
當
で
は
な
い
。
な

ぜ
な
ら
〔
第
九
識
が
〕
色
や
心
不
相
應
行
で
あ
る
な
ら
ば）

74
（

、
認
識
主
體
〔
で
あ
る
と
い
う
事
實
〕
と
矛
盾
し
、
心
作
用
と
心
と
の
い
ず
れ
で
も
あ

り
得
な
く
な
る
〔
か
ら
で
あ
る
〕。
八
識
に
含
ま
れ
な
い
識
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
正
し
い
敎
證
と
理
證
と
が
共
に
缺
如
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
〔
眞
諦
說
へ
の
反
證
が
成
り
立
つ
理
由
は
、〕
第
七
識
を
ア
ー
ダ
ー
ナ
識
と
〔
呼
ぶ
こ
と
が
〕
如
來
〔
所
說
〕
の
經
典
と
勝

者
彌
勒
の
典
籍
の
ど
こ
に
も
說
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り）

75
（

、
そ
し
て
偉
大
な
る
御
兄
弟
〔
無
著
と
世
親
〕
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
そ
れ

ら
の
立
場
に
お
い
て
根
據
と
な
っ
て
い
る
安
慧
自
身
〔
の
說
〕
と
さ
え
も
一
致
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

﹇
章
末
奧
付
﹈

　
『
マ
ナ
識
と
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
か
ん
す
る
難
解
箇
所
へ
の
廣
註
・
善
說
大
海
』
の
中
か
ら
、「
九
識
說
の
否
定
」、
第
三
章
。

資
料
篇
②
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
第
三
章
・
テ
ク
ス
ト

 

（
以
下
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は ces / zhes / shes

の
違
い
お
よ
びshad

に
つ
い
て
、
煩
瑣
と
な
る
た
め
逐
一
注
記
し
な
い
。）

﹇
九
識
說
の
紹
介
﹈

[K
 55a5-6; S 234.7-9; P 203a6-7; Z 52a6-b1]
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gsum
 pa rnam

 shes tshogs dgur ’dod pa dgag pa la gnyis las / phyogs snga m
a ni / 

 
bdun pa len pa’i rnam

 shes dang //

 
kun gzhi gsum

 du ’chad pa dang //

 
dgu pa dri m

ed rnam
 shes su //

 
’dod pa yang dag bden pa’i lugs //

﹇
圓
測
疏
か
ら
の
引
用
﹈

[K
 55a6-b1; S 234.10-11; P 203a7-8; Z 52b1-2]

’dir theg pa chen po’i slob dpon rnam
s rnam

 shes grangs m
ang nyung du ’dod pa rnam

s rgya’i slob dpon w
en tsheg gis bshad pa ltar dgod 

do // de yang dgongs ’grel gyi ’grel chen bam
 po don lnga pa las / 

﹇
識
の
數: 

小
乘
と
大
乘
﹈

[K
 55b1; S 234.12-13; P 203a8-b1; Z 52b2; 

圓
測
疏W

D  214a4-5; 

中
華510.3-4]

nyan thos kyi sde snod rnam
s las rnam

 par shes pa ni drug kho na’o zhes ’byung gi / bdun dang brgyad zhes pa [W
C

D
N

P  om
. pa] ni m

i ston 

te / zhib tu ni [K
PZ om

. zhib tu ni = 

具] de nyid las bstan pa bzhin no //

﹇
大
乘
に
お
け
る
識
の
數
・
龍
猛
等
に
お
け
る
識
の
數
﹈

[ K
 55b1-4; S 234.14-21; P 203b1-4; Z 52b2-4; 

圓
測
疏W

D  214a5-7; 
中
華510.5-13]

’dir theg pa chen po’i bstan pa dang sbyar na bshad pa rnam
 pa gnyis yod de de la dang po ni slob dpon klu sgrub la sogs pas [par P; pa 

K
Z] / rnam

 par shes pa ni drug kho na’o zhes bshad de [do PW
C ] / de’i phyir slob dpon bha [’ba’ P] byas m

dzad pa’i bstan bcos dbu m
a’i 

snying po’i nang nas / de kho na nyid kyi bdud rtsi la ’jug pa’i le’u las / rnam
 par shes pa drug las gud na gzhan kun gzhi rnam

 par shes pa 
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m
ed de / m

ig la sogs pa’i rnam
 par shes pa drug gis m

a bsdus pa’i phyir / nam
 m

kha’i m
e tog dang m

tshungs so zhes bshad do [pas W
C

D
N

P ] 

/ de’i phyir de dag gi gzhung gis rnam
 par shes pa drug kho na rnam

 par bzhag par rig par bya’o //

﹇
彌
勒
宗
に
お
け
る
識
の
數
﹈

[K
 55b4-5; S 234.22-235.1; P 203b4-5; Z 52b4-5; 

圓
測
疏W

D  214a7-b1; 

中
華 510.13-16]

gnyis pa ’phags pa byam
s pa’i gzhung gis ni / ’phags pa gser ’od dam

 pa’i m
do sde [W

C
D

N
P  om

.] la sogs pa la [las W
N

P ] brten nas / rnam
 par 

shes pa brgyad tshang bar [W
C

D
N

P  add rnam
 par] ’jog pa’i [pas W

C
D

N
P ] gzhung [W

C
D

N
P  add ’di] la brten nas rgya gar yul pa’i slob dpon 

rnam
s rnam

 pa gsum
 du bshad de / 

﹇
彌
勒
宗
に
お
け
る
識
の
數
①
・
菩
提
流
支
﹈

[K
 55b5-56a1; S 235.2-10; P 203b5-204a1; Z 52b5-53a2; 

圓
測
疏W

D  214b2-4; 

中
華510.16-511.4]

dang po ni slob dpon po dhe le’u cis bstan bcos rnam
 par rig pa tsam

 du grub pa la brten nas / sem
s rnam

 pa gnyis rnam
 par ’jog go // de la 

dang po ni chos nyid kyi sem
s te / de yang de bzhin nyid [W

N
P  om

. nyid] kyi ngo bo nyid do [de W
C

D
N

P ] // de bzhin nyid kyi sem
s kyi [K

PZ 

om
. sem

s kyi] ngo bo nyid ’di nyid [W
C

D  om
. ’di nyid] la sem

s zhes bya yang dm
igs pa can ni m

a yin no // gnyis pa ni m
tshungs par ldan 

pa’i sem
s te [de K

PZ] / dad pa dang ’dod chags la sogs pa’i sem
s las byung ba rnam

s dang m
tshungs par ldan pa’o zhes bshad de / de ni ’di 

skad du / rnam
 par rig pa tsam

 gyi yid kyi ngo bo nyid yin pa’i phyir 

﹇
ク
ン
シ
缺

↓
﹈ dang / rnam

 par rig pa tsam
 gyi ngo bo nyid yin pa’i phyir /

﹇
↑
缺

﹈（cf. 

唯
釋
意
之
性
故
、
識
之
性
故
） yid dang rnam

 par shes pa zhes bshad kyang ’gal ba m
ed do zhes bya ba’i tha tshig go //

﹇
彌
勒
宗
に
お
け
る
識
の
數
②
・
眞
諦
﹈

[K
 56a2-b4; S 235.11-236.9; P 204a1-b4; Z 53a2-53b4; 

圓
測
疏W

D  214b4-215a4; 
中
華 511.4-512.9]

gnyis pa ni slob dpon yang dag bden pas rnam
 par nges pa’i m

dzod ces bya ba’i bstan bcos la [W
C

D  las] brten nas rnam
 par shes pa rnam

 pa 
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dgu’i don [W
C

D
N

P  add rnam
 par] ’jog ste / rnam

 par shes pa rnam
 pa dgu’i le’u las bstan pa bzhin no // de la rnam

 par shes pa dgu zhes bya 

ba yang / m
ig la sogs pa’i rnam

 par shes pa drug ni phal cher bstan bcos gzhan dag las bshad pa dang yang m
thun no // bdun pa ni len pa’i 

rnam
 par shes pa ste / brgyad pa la bdag dang bdag gir ’dzin pas / nyon m

ongs pa kho na’i sgrib pa dang ldan gyi [W
N

P  gyis] / chos kyi 

’dzin pa ni m
ed de / nges par sangs rgyas su m

i ’grub bo // brgyad pa ni kun gzhi rnam
 par shes pa ste / ’di yang rnam

 pa gsum
 m

o // kha 

cig na re / dang po ngo bo nyid kyi kun gzhi ni / sangs rgyas su ’grub pa’i don dang ldan pa’o // gnyis pa rnam
 par sm

in pa’i kun gzhi ni / 

kham
s bco brgyad po dag la dm

igs pa ste / de’i phyir bstan bcos dbus dang m
tha’ rnam

 par ’byed pa’i tshig le’ur byas pa las / <’dir bsgyur 

ba las m
i snang yang rgya nag du ’gyur ba la yod par gsal: m

chan> 

 
dbang po don dang bdag rnam

 [W
N

P  add par] rig //

 
snang ba’i rnam

 par shes pa las // 

 
de dang ’dra bar rab tu [W

C
D

N
P  om

. rab tu] skye //

zhes byung bas bstan bcos ’di dag la sogs pa la brten nas / brgyad pa kham
s bco brgyad la dm

igs par byed do zhes bshad do // gsum
 pa kun 

nas nyon m
ongs pa’i kun gzhi ’di [W

C
D

N
P  om

. ’di] ni de bzhin nyid kyi yul la dm
igs nas nga rgyal rnam

 pa bzhi ’byung ste / de ni chos ’dzin 

pa yin gyi [chos su ’dzin gyi W
C

D
N

P ] / gang zag tu ’dzin pa ni m
a yin no zhes slob dpon blo brtan [W

C
D  brten] gyi gzhung la brten nas de 

skad du ’chad do // dgu pa ni dri m
a m

ed pa’i rnam
 par shes pa ste / de bzhin nyid kyi bdag nyid do // de bzhin nyid kyi bdag nyid [W

N
P  add 

la] gcig la don gnyis dang ldan pas / dang po ni dm
igs par bya ba’i yul ste / de bzhin nyid dang / yang dag pa’i m

tha’ zhes bya ba la sogs 

pa’o // gnyis pa ni dm
igs par byed pa ste [byed pa’i don te W

C
D

N
P ] / de ni dri m

a m
ed pa’i rnam

 par shes pa zhes kyang bya / gzod m
a nas 

rig [W
N

P  rigs] pa zhes kyang bya ste / zhib tu rnam
 par shes pa dgu bstan pa dang / bstan bcos rnam

 par nges pa’i m
dzod kyi nang nas rnam

 

par shes pa dgu bstan pa’i le’u las ’byung ba bzhin no zhe’o //

﹇
彌
勒
宗
に
お
け
る
識
の
數
③
・
玄
奘
﹈

[ K
 56b4-57a2; S 236.10-237.1; P 204b4-205a1; Z 53b4-54a4; 

圓
測
疏W

D  215a4-b2; 
中
華512.9-513.4]
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gsum
 pa ni slob dpon hyan tsang <’di m

khas pa gcig byung ’dug: m
chan> gis / 

﹇
ク
ン
シ
缺

↓
﹈ ’phags pa lang kar gshegs pa’i m

do la sogs pa 

dang / slob dpon chos skyong gi gzhung la brten nas rnam
 par shes pa brgyad kho na rnam

 par ’jog gi [W
N

P  go] / dgu zhes ni m
i ’chad de / 

slob dpon bha bya’i gzhung gzhig pa’i phyir / ’di skad du tshad m
a rnam

 par gzhag pa de nyid la rang gi lung dang ’gal ba’i skyon yod de /

﹇
↑
缺

﹈ de [W
C

D
N

P ’di ltar] ’phags pa lang kar gshegs pa la sogs pa’i m
do kun las brgyad pa ni kun gzhi rnam

 par shes pa’o zhes gsungs pa’i 

phyir ro // 

gal te de lta na ci’i phyir shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i m
do [m

do’i W
C

D
N

P ] le’u chen po la sogs pa las / rnam
 par shes pa ni drug kho 

na’o zhes gsungs / slob dpon chos skyong gis [ gi K
Z; gyi W

N
P ] bstan bcos rnam

 par rig pa tsam
 du grub pa las / brda’ [brda W

C
D

N
P ] sprad de 

bshad pa las ji skad du / m
do dag las rnam

 par shes pa ni drug go zhes gsungs pa de ni rjes su ’gyur ba’i don gyi sgo yin no // yang na rten 

du gyur pa’i dbang po drug gi rjes su rnam
 pa [W

N
P  om

. drug gi rjes su rnam
 pa] drug go [gi P] zhes gsungs [W

C
D

N
P  om

. gsungs] pa yin te / 

rnam
 par shes pa’i rnam

 pa’i [rna ba’i K
PZ] bye brag ni yang dag par na rnam

 pa brgyad yod do [de W
N

P ] // ci slob dpon klu sgrub kyis [kyi 

W
N

P ] rnam
 pa drug kho na’o zhes m

a bzhag [zhes rnam
 par gzhag W

C
D

N
P ] gam

 zhe na / sm
ras pa / yang dag par na slob dpon klu sgrub kyis 

[kyi W
N

P ] bdun pa dang brgyad pa yang yod par yid ches m
od kyi / zhes so //

﹇
ツ
ォ
ン
カ
パ
に
よ
る
補
足
解
說
﹈

[ K
 57a2-4; S 237.2-7; P 205a1-4; Z 54a2-4]

de ltar ’dod pa gsum
 bkod nas w

en tsheg rang nyid hyan tsang gi rjes su ’brang zhing slob dpon legs ldan ’byed kyi bzhed pa bkod pa ni da 

lta bod du ’gyur ba’i dbu m
a snying po’i nang na kun gzhi de ltar bkag pa m

i snang la le’u’i m
ing [m

i P] ’dogs kyang de ’dra m
i ’dug go // 

des na slob dpon w
en tsheg gi m

ing la ’phang thang gi dkar chag tu rdzogs gsal zer ba ’dug pas na rig pa’i ral gri [gyi K
Z] dri m

a m
ed pa’i 

rnam
 shes dgur ’dod m

khan rdzogs gsal du bzhed pa m
i ’thad de [P reads m

ed for m
i ’thad] rdzogs gsal rgya nag yin zhing / dgur yang dag 

bden pa ’dod la / de rgya gar ba yin pa’i phyir ro //
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﹇
九
識
說
批
判
﹈

[ K
 57a4-b2; S237.8-18; P 205a4-b1; Z 54a4-b2]

de ltar tshogs dgur ’dod pa dgag pa ni 

 
tshogs brgyad dag las log pa yi // 

 
gtso bo rnam

 shes yod gyur na // 

 
rtag pa’i dngos por ’gyur ba’i phyir //

 
tshogs dgur ’dod la sgrub byed m

ed //

tshogs brgyad las logs su gyur pa’i gtso bo rnam
 shes yod na rtag pa yang yin la dngos po yang yin pa yod par ’gyur te / de ’dus byas [byed 

P] m
a yin cing yul dm

igs par byed pa’i rnam
 shes yin pa’i phyir ro // ci ste tshogs brgyad du m

i ’du yang ’dus byas su ’dod do zhe na / m
i 

rung ste gzugs dang ldan m
in yin na dm

igs byed du ’gal zhing sem
s byung yang m

in la sem
s yang m

i rung ste / tshogs brgyad du m
i ’du 

ba’i rnam
 shes yod par ’dod pa la lung rigs yang dag m

ed pa’i phyir dang / rnam
 shes bdun pa len pa’i rnam

 shes su de bzhin gshegs pa’i 

m
do dang rgyal ba byam

s pa’i gzhung gi cha gang du yang m
a gsungs pa’i phyir dang shing rta chen po sku m

ched kyi bzhed pa m
in la de 

dag gi gzhung la tshad m
ar gyur pa blo brtan rang dang yang m

i m
thun pa’i phyir ro // 

﹇
章
末
奧
付
﹈

[ K
 57b2-3; S 237.19-20; P 205b1-2; Z 54b2-3]

yid dang kun gzhi’i dka’ gnas rgya cher ’grel pa legs par bshad pa’i rgya m
tsho zhes bya ba las rnam

 shes tshogs dgur ’dod pa dgag pa ste 

le’u gsum
 pa’o // //
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資
料
篇
③
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
第
三
章
所
引
の
『
解
深
密
經
疏
』
漢

原

（
續
一
・
三
四
・
四
・
三
六
〇
表
下
〜
裏
上
）

﹇
識
の
數: 
小
乘
と
大
乘
﹈

諸
聲
聞
藏
、
但
說
六
識
、
而
無
七
八
。
具
如
諸
敎
。

﹇
大
乘
に
お
け
る
識
の
數
と
・
龍
猛
等
に
お
け
る
識
の
數
﹈

今
依
大
乘
、
自
有
兩
釋
。
一
龍
猛
等
、
但
說
六
識
。
是
故
淸
辨
菩
薩
所
造
中
觀
心
論
入
眞
甘
露
品
云
。
離
六
識
外
、
無
別
阿
賴
耶
識
。
眼
等
六
識

所
不
攝
故
。
猶
如
空
華
。
故
知
彼
宗
唯
立
六
識
。

﹇
彌
勒
宗
に
お
け
る
識
の
數
﹈

二
彌
勒
宗
、
依
金
光
明
等
、
具
立
八
識
、
然
依
此
宗
、
西
方
諸
師
、
有
其
三
說
。

﹇
彌
勒
宗
に
お
け
る
識
の
數
①
・
菩
提
流
支
﹈

一
菩
提
留
支
唯
識
論
云
。
立
二
種
心
。
一
法
性
心
、
眞
如
爲
體
。
此
卽
眞
如
心
之
性
故
、
名
之
爲
心
、
而
非
能
緣
。
二
相
應
心
、
與
信
貪
等
心
所

相
應
。
解
云
。
唯
釋
意
之
性
故
、
識
之
性
故
、
亦
名
意
識
。
於
理
無
違
。

﹇
彌
勒
宗
に
お
け
る
識
の
數
②
・
眞
諦
﹈

二
眞
諦
三
藏
、
依
決
定
藏
論
、
立
九
識
義
。
如
九
識
品
說
。
言
九
識
者
、
眼
等
六
識
、
大
同
識
論
。
第
七
阿
陀
那
此
云
執
持
。
執
持
第
八
爲
我
我
所
。

唯
煩
惱
障
、
而
無
法
執
。
定
不
成
佛
。
第
八
阿
梨
耶
識
、
自
有
三
種
。
一
解
性
梨
耶
、
有
成
佛
義
。
二
果
報
梨
耶
、
緣
十
八
界
。
故
中
邊
分
別
偈
云
。

根
塵
我
及
識
、
本
識
生
似
彼
、
依
彼
論
等
說
、
第
八
識
緣
十
八
界
。
三
染
汙
阿
梨
耶
、
緣
眞
如
境
、
起
四
種
謗
。
卽
是
法
執
、
而
非
人
執
。
依
安

慧
宗
、
作
如
是
說
。
第
九
阿
摩
羅
識
、
此
云
無
垢
識
。
眞
如
爲
體
。
於
一
眞
如
、
有
其
二
義
。
一
所
緣
境
、
名
爲
眞
如
及
實
際
等
。
二
能
緣
義
、
名
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無
垢
識
、
亦
名
本
覺
。
具
如
九
識
章
引
決
定
藏
論
九
識
品
中
說
。

﹇
彌
勒
宗
に
お
け
る
識
の
數
③
・
玄
奘
﹈

三
大
唐
三
藏
、
依
楞
伽
等
及
護
法
宗
、
唯
立
八
識
、
不
說
第
九
。
破
淸
辨
云
。
所
立
量
中
、
便
有
自
敎
相
違
之
失
。
楞
伽
等
經
、
皆
說
第
八
阿
賴

耶
故
。
問
。
若
爾
、
如
何
大
品
經
等
、
唯
說
六
識
。
護
法
會
釋
、
如
成
唯
識
第
五
卷
說
、
然
有
經
中
說
六
識
者
、
應
知
彼
是
隨
轉
理
門
、
或
隨
所

依
六
根
說
六
、
而
識
類
別
實
有
八
種
。
問
。
豈
不
龍
猛
唯
立
六
耶
。
解
云
。
據
實
龍
猛
等
信
有
七
八
。

參
考

獻
一
覽

一
次

獻

『
阿
毘
逹
磨
集
論
莊
嚴
華
』 bC

om
 ldan rig ral, C

hos m
ngon pa kun las btus kyi rnam

 par bshad pa rgyan gyi m
e tog. 『

カ
ダ
ム
全
集
』vol. 57, 

pp. 11-664

（
寫
本
影
印
版
）、『
リ
ク
レ
ル
全
集
』vol. 4, pp. 1-735

（
活
字
本
）。

『
阿
毘
逹
磨
集
論
注
所
知
明
示
』 dPang Lo tsā ba B

lo gros brtan pa, C
hos m

ngon pa kun las btus pa rgya cher ’grel pa shes bya gsal byed. 

D
ehra D

un: Sakya C
ollege, 1999. 

『
阿
毘
逹
磨
集
論
眞
髓
善
說
寶
鬘
』 Red m

da’ ba gZhon nu blo gros, D
am

 pa’i chos m
ngon pa kun las btus pa’i snying po legs bshad nor bu’i 

phreng ba. R
ed m

da’ ba gzhon nu blo gros kyi gsung ’bum
, Vol. K

ha, pp. 1-86.

『
阿
毘
逹
磨
集
論
注
明
示
智
莊
嚴
』 gZad ring D

ar m
a tshul khrim

s, C
hos m

ngon pa kun las btus pa’i rnam
 par bshad pa gsal ba blo’i rgyan. 

『
カ
ダ
ム
全
集
』vol. 41, pp. 11-372

（
寫
本
影
印
版
）。

『
阿
毘
逹
磨
集
論
注
陽
光
』 Bu ston R

in chen grub, C
hos m

ngon pa kun las btus pa’i rnam
 bshad nyi m

a’i ’od zer. The C
ollected W

orks of B
u 
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ston, vol. 20. N
ew

 D
elhi: International A

cadem
y of Indian C

ulture, 1965-1971. pp. 79-747. 
『
イ
ン
ド
佛
敎
史
』Tāranātha, dP

al gyi ’byung gnas dam
 pa’i chos rin po che ’phags pa’i yul du ji ltar dar ba’i tshul gsal bar ston pa dgos 

’dod kun ’byung. Ed. Schiefner, A
ntonius. Petropoli, 1868 (repr. Tokyo, 1963).

『
カ
ダ
ム
全
集
』（
第
一
〜
三
輯
） bK

a’ gdam
s gsung ’bum

. Ed. dPal brtsegs bod yig dpe rnying zhib ’jug khang. Vols. 1-90. Si khron m
i rigs 

dpe skrun khang, 2006, 2007, 2009.

『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』 Tsong kha pa B

lo bzang grags pa dpal bzang po, Yid dang kun gzhi’i dka’ ba’i gnas rgya cher ’grel pa. 

北
京
版: N

o. 

6149; 

シ
ョ
ル
版
（= 

東
北 N

o. 5514

）: The C
ollected W

orks of the Incom
parable Lord Tsong kha pa B

lo bzang grags pa, Vol. 

18, N
ew

 D
elhi; 

タ
シ
ル
ン
ポ
版: The C

ollected W
orks of R

je Tsong kha pa B
lo bzang grags pa, Vol. 27, N

ew
 D

elhi, 1977. （
詳
細

は
小
谷
一
九
八
六
・
四
五
四
〜
四
五
六
頁
參
照
）

『
解
深
密
經
疏
』 

圓
測
。（
漢

原

）
卍
續
藏
・
一
・
三
四
・
四
〜
一
・
三
五
・
一
。（
チ
ベ
ッ
ト
譯
）
デ
ル
ゲ
版 N

o. 4016; 

北
京
版 N

o. 5517; 『
中
華

大
藏
經
・
丹
珠
爾
』
六
八
〜
七
〇
卷
（m

D
o sde, Ti-D

i

）, 

北
京: 

中
國
藏
學
硏
究
中
心 

二
〇
〇
一
。

『
三
十
論
釋
』 Sthiram

ati, Triṃ
śikābhāṣya.  Ed. Lèvi, Sylvain. Vijñaptim

ātratāsiddhi, deux traités de Vasubandhu, Viṃ
śatikā (la Vingtaine) 

accom
pagnée d’une explication en prose, et Triṃ

śikā (la Trentaine) avec le com
m

entaire de Sthiram
ati. B

ibliothéque de l’École 

des H
autes Études, Librairie H

onoré C
ham

pion. Paris. 1925.

『
三
昧
王
經
』 Ed. P. L. Vaidya. B

uddhist Sanskrit Texts, N
o. 2. D

arbhanga: M
ithila Institute, 1961.

『
宗
義
莊
嚴
華
』 bC

om
 ldan rig ral, G

rub m
tha’ rgyan gyi m

e tog, 『
リ
ク
レ
ル
全
集
』vol. 5, pp. 102-425

（
活
字
本
）

『
攝
大
乘
論
』 

長
尾
雅
人
譯
『
攝
大
乘
論
・
和
譯
と
注
解
』
上
下
、
講
談
社
、
一
九
八
二
年
、
一
九
八
七
年
。

『
靑
史
』 ’G

os Lo tsā ba gZhon nu dpal, B
od gangs can yul du chos dang chos sm

ra ji ltar byung ba’i rim
 pa bstan pa’i deb ther sngon po. 

C
hengdu: Si khron m

i rigs dpe skrun khang, 1984.

『
中
邊
分
別
論
』 Nagao, G

ajin (ed). M
adhyāntavibhāga-bhāṣya.  Suzuki R

esearch Foundation, 1964.

『
デ
ン
カ
ル
マ
目
錄
』 Lalou, M

arcelle. Les texts boudhiques au tem
ps du khri-sroṅ-lde-bcan. Journal A

siatique, Tom
e 241. 1953, pp. 313-353.
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『
パ
ン
タ
ン
マ
目
錄
』
川
越
英
眞
、dK

ar chag ’Phang thang m
a　

東
北
イ
ン
ド
・
チ
ベ
ッ
ト
硏
究
會
、
二
〇
〇
五
年
。

『
プ
ト
ゥ
ン
目
錄
』 

西
岡
祖
秀
、「『
プ
ト
ゥ
ン
佛
敎
史
』
目
錄
部
索
引
Ⅱ
」、『
東
京
大
學

學
部

化
交
流
硏
究
施
設
硏
究
紀
要
』
五
、一
九
八
二
年
、

四
三
〜
九
四
頁
。

『
リ
ク
レ
ル
全
集
』 bC

om
 ldan ral gri, bC

om
 ldan rigs pa’i ral gri’i gsung ’bum

. Ed. K
am

trul Sonam
 D

ondrub.   10 Vols. Trace Foundation/

TB
R

C　
[W

ork N
o. W

00EG
S1017426]. Lhasa, 2006.

『
リ
ク
レ
ル
目
錄
』 Kurtis R

. Schaeffer and Leonard W
. J. van der K

uijp. A
n E

arly Tibetan C
atalogue of B

uddhist Literature: The B
stan pa 

rgyas pa nyi m
a’i ’od zer of B

com
 ldan ral gri. C

am
bridge: H

arvard O
riental Series, 2009.

二
次

獻

稻
葉
正
就
（
一
九
七
二
） 

「
西
明
寺
圓
測
系
唯
識
學
の
流
傳
」『
大
谷
大
學
所
藏
敦
煌
古
寫
經
坤
』
大
谷
大
學
東
洋
學
硏
究
室
。

岩
田
諦
靜
（
二
〇
〇
一
） 

「
眞
諦
の
唯
識
說
の
特
色
に
つ
い
て
」『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
五
〇
・
一
、一
七
三
〜
一
八
〇
頁
。

―　
　
　

 

（
二
〇
〇
四
） 

『
眞
諦
の
唯
識
說
の
硏
究
』
山

房
佛
書
林
。

宇
井
伯
壽
（
一
九
三
〇
） 

『
印
度
哲
學
硏
究
第
六
』，
甲
子
社
書
房
（
再
版　

岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）。

上
山
大
峻
（
一
九
七
七
） 

「
エ
セ
イ
デ
の
佛
敎
綱
要
書
」『
佛
敎
學
硏
究
』
三
二
・
三
三
、一
九
〜
四
五
頁
。

―　
　
　

 

（
一
九
九
〇
） 

『
敦
煌
佛
敎
の
硏
究
』、
法
藏
館
。

大
竹　

晉
（
二
〇
〇
三
） 

「Vivṛtaguhyārthapiṇḍavyākhyā

の
引
用

獻
」『
東
方
學
』
一
〇
六
、一
三
八
〜
一
二
四
頁
。

―　
　
　

 

（
二
〇
一
〇
） 

「
地
論
宗
の
唯
識
說
」『
地
論
思
想
の
形
成
と
變
容
』
國
書
刊
行
會
。

―　
　
　

 

（
二
〇
一
二
） 

「
眞
諦
『
九
識
章
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
眞
諦
三
藏
硏
究
論
集
』。

小
谷
信
千
代
（
一
九
八
六
） 「
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
唯
識
理
解
―
『
善
說
大
海
』
に
基
づ
い
て
―
」『
チ
ベ
ッ
ト
の
佛
敎
と
社
會
』、
春
秋
社
、
四
五
三
〜

四
七
四
頁
。
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加
納
和
雄
（
二
〇
一
〇
） 

「
チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
著
『
大
乘
究
竟
論
莊
嚴
華
』
和
譯
お
よ
び
校
訂
テ
ク
ス
ト
（
１
）」、『
高
野
山
大
學
論
叢
』

四
五
、一
三
〜
五
五
頁
。

橘
川
智
昭
（
二
〇
〇
〇
） 

「
新
羅
唯
識
の
硏
究
狀
況
に
つ
い
て
」『
韓
國
佛
敎
學
セ
ミ
ナ
ー
』
八
、六
六
〜
一
二
六
頁
。

―　
　
　

 
（
二
〇
〇
一
） 

「
圓
測
の
眞
諦
說
批
判
」『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
五
〇
・
二
、一
三
四
〜
一
三
七
頁
。

斎
藤　

明
（
二
〇
〇
五
） 

「『
中
觀
心
論
』
の
書
名
と
そ
の
成
立
を
め
ぐ
る
問
題
」『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
五
三
・
二
、八
三
二
〜
八
三
八
頁
。

ツ
ル
テ
ィ
ム
・
ケ
サ
ン
（
二
〇
〇
二
）　

チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
『
ア
ビ
ダ
ル
マ
集
論
』
の
硏
究
」『
櫻
部
建
博
士

壽
記
念
論
集 

初
期
佛
敎
か
ら
ア

ビ
ダ
ル
マ
へ 

』、
四
〇
一
〜
四
一
四
頁
。

ツ
ル
テ
ィ
ム
・
ケ
サ
ン
、
小
谷
信
千
代
共
譯
（
一
九
八
六
）　
『
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
マ
ナ
識
の
硏
究
―
ク
ン
シ
・
カ
ン
テ
ル
―
』、

榮
堂
書
店
。

長
尾
雅
人
（
一
九
五
三
） 

「
西
藏
に
殘
れ
る
唯
識
學
」『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
二
・
一
、七
五
〜
八
四
頁
。

袴
谷
憲
昭
（
一
九
八
七
） 

「
書
評
・
紹
介　

ツ
ル
テ
ィ
ム
・
ケ
サ
ン
、
小
谷
信
千
代
共
譯: 

ツ
ォ
ン
カ
パ
著
『
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
マ
ナ
識
の
硏
究
―

ク
ン
シ
・
カ
ン
テ
ル
―
』」『
佛
敎
學
セ
ミ
ナ
ー
』
四
五
、七
〇
〜
七
九
頁
。

―　
　
　

 

（
二
〇
〇
一
） 

『
唯
識
思
想
論
考
』、
大
藏
出
版
。

船
山　

徹
（
二
〇
〇
五
） 

「
眞
諦
三
藏
の
著
作
の
特
徵 : 

中
印

化
交
涉
の
例
と
し
て
」『
關
西
大
學
東
西
學
術
硏
究
所
紀
要
』 

三
八
、九
七
〜

一
二
二
頁
。

御
牧
克
己
（
一
九
七
八
） 

「B
lo gsal grub m

tha’

に
つ
い
て
」『
密
敎
學
』
一
五
、九
五
〜
一
一
一
頁
。

安
閒
剛
志
（
二
〇
〇
七
） 

「Tarkajvālā

硏
究
」
京
都
大
學

學
部
提
出
修
士
論

。

結
城
令
聞
（
一
九
三
一
） 

「
曇
曠
の
唯
識
思
想
と
唐
代
の
唯
識
諸
派
と
の
關
係 

│
敦
煌
出
土『
大
乘
百
法
明
門
論
開
宗
義
記
』に
現
れ
た
る
│
」『
宗

敎
硏
究
』
新
八
・
一
。

吉
村　

誠
（
二
〇
〇
七
） 

「
眞
諦
の
阿
摩
羅
識
說
と
攝
論
學
派
の
九
識
說
」『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
五
六
・
一
、一
七
七
〜
一
八
三
頁
。

徐　

德
仙
（
一
九
九
六
） 

「
圓
測
の
『
解
深
密
經
疏
』
に
お
け
る
八
識
說
に
つ
い
て
」『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
四
四
・
二
、一
六
七
〜
一
六
九
頁
。
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B
ayer, A

chim
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The Theory of K
arm
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uccaya. Tokyo : International Institute for B

uddhist Studies of the 

International C
ollege for Postgraduate B

uddhist Studies.

H
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 the Im
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M
im
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R
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arola. 2009 
R
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eviver of M
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P
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r. Ludw
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ithausen, Lam

bert. 1983 
The D
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eference to B
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ber 1981. Vol.   2  W
ien. pp. 259-274. （

和
譯
：
小
谷
信
千
代
譯
、
Ｌ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

ハ
ウ
ゼ
ン
「
阿
毘
逹
磨
集
論
の
見
道
規
定
と
そ
の
チ
ベ
ッ
ト
註
釋
・
特
に
プ
ト
ン
の
註
釋
に
關
し
て
」『
佛
敎
學
セ
ミ

ナ
ー
』
四
〇
、一
九
八
四
、六
七
〜
七
四
頁
）

Sparham
, G

aret. 1993 
O

cean of E
loquence: Tsong kha pa’s com

m
entary on the Yogācāra D

octrine of M
ind. A

lbany : State U
niversity 

of N
ew

 York Press.

―　
　
　

 1996 
A

 N
ote on G

nyal zhig ’Jam
 pa’i rdo rje, the A

uthor of a handw
ritten Sher phyin C

om
m

entary from
 about 1200. 

The Tibet Journal 21-1. pp. 19-29.

van der K
uijp, Leonard W

. J. 2003. 
A

 Treatise on B
uddhist Epistem

ology and Logic A
ttributed to K

long chen rab ’byam
s pa (1308–1364) 

and its Place in Indo-Tibetan Intellectual H
istory, Journal of Indian P

hilosophy 31, 381–437.

―　
　
　

 2010. 
Som

e R
em

arks on the M
eaning and U

se of the Tibetan W
ord bam

 po. Journal of Tibetology

（
藏
學
學
刊
）5, 
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pp. 114-132.

W
ilson, Joe B

ransford Jr. 1984. 
The M

eaning of M
ind in the M

ahāyāna B
uddhist P

hilosophy of M
ind O

nly (C
ittam

ātra): A Study of a 

P
resentation by the Tibetan Scholar G

ung tang jam
 bay yang (G

ung thang ’jam
 pa’i dbyangs) of A

saṅga’s 

Theory of M
ind-B

asis-of-A
ll (Ā

laya-vijñāna) and R
elated Topics in B

uddhist Theories of P
ersonal C

ontinuity, 

E
pistem

ology and H
erm

eneutics. Ph.D
. dissertation. U

niversity V
irginia.  

謝
辭　

小
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
大
竹
晉
氏
（
特
に
注
記
（
43
）（
45
）（
53
）（
69
））
お
よ
び
根
本
裕
史
氏
（
特
に
注
記
（
28
））
に
多
く
の

助
言
を
頂
き
ま
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。

注

（
1
） 

船
山
（
二
〇
〇
四
・
一
〇
〇
頁
）
な
ど
參
照
。

（
2
） 

プ
ト
ゥ
ン
や
サ
サ
ン
マ
テ
ィ
な
ど
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
論
に
言
及
す
る
。W

ilson (1983: 365-366, 469 etc)

（
3
） W

ilson (1983: 219-223)

。
タ
ー
ラ
ナ
ー
タ
著
『
イ
ン
ド
佛
敎
史
』
第
十
五
章
は
、
無
著
・
世
親
の
兄
弟
に
先
行
す
る
瑜
伽
行
唯
識
派
の
人

物
と
し
てdG

a’ bo

・D
am

 pa’i sde

・Yang dag bden

の
三
者
を
擧
げ
て
い
る
が
、W

ilson

は
こ
のYang dag bden

の
年
代
が
、
五
四
六
年

に
漢
土
に
渡
っ
た
眞
諦
（Yang dag bden pa

）
の
生
存
年
と
一
致
し
な
い
た
め
兩
者
は
別
人
物
で
あ
ろ
う
と
豫
想
す
る
（W

ilson 1983: 

222

）。『
イ
ン
ド
佛
敎
史
』( Ed. Schiefner, p. 55): de tsam

 na btsun pa dga’ bo dang / btsun pa dam
 pa’i sde dang / btsun pa yang dag 

bden gsum
 gyis rnal ’byor spyod pa sem

s tsam
 kyi [= gyi] srol bzung zhing / bstan bcos kyang ci rigs par byas so // m

ngon par kun 

gzhi’i bshad pa’i skabs su btsun pa ’di gsum
 la sngon gyi rnal ’byor spyod pa pa ces zer ba’i rgyu m

tshan yang thogs m
ed sku m

ched 

la phyis kyi rnal ’byor spyod pa par ’jog pas de’i rjes ’brang m
a yin pa gsal bar ston pa’i tshig go // 
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（
4
） 

同
書
の
槪
要
に
つ
い
て
は
袴
谷
（
一
九
八
七
・
七
二
頁
）
を
參
照
。

（
5
） 
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
前
傳
期
で
は
ゾ
ク
チ
ェ
ン
と
の
關
係
、
後
傳
期
で
は
サ
キ
ャ
パ
ン
デ
ィ
タ
、
プ
ト
ゥ
ン
、
サ
サ
ン
マ
テ
ィ
ら
の
ア
ー
ラ
ヤ
識

理
解
を
紹
介
す
る
（Sparham

 1993: 22-26

）。
八
識
說
を
體
系
的
に
論
じ
る
前
傳
期
の
イ
ェ
ー
シ
ェ
ー
デ
ー
著
『
見
解
の
區
別
』（
上
山 

一
九
七
七
）
も
こ
こ
に
追
加
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
後
傳
期
の
チ
ベ
ッ
ト
獨
自
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
論
の
展
開
は
、
ト
ル
ポ
パ
の
他
空
思
想
に
お

け
る
「
ア
ー
ラ
ヤ
智
」（kun gzhi ye shes

）
や
、
カ
ル
マ
派
五
世
ラ
ン
ジ
ュ
ン
ド
ル
ジ
ェ
の
獨
自
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
論
な
ど
に
も
み
ら
れ
、

Sparham
 (1993)

以
降
に
な
さ
れ
た
硏
究
に
よ
っ
て
次
第
に
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

（
6
） 

小
谷
（
一
九
八
六
・
四
五
六
〜
四
五
九
頁
）、
袴
谷
（
一
九
八
七
・
七
二
頁
）
を
參
照
。
一
三
七
七
〜
七
八
年
に
か
け
て
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
が
レ
ン

ダ
ワ
（R

ed m
da’ ba gZhon nu blo gros 

一
三
四
八
〜
一
四
一
二
）
の
も
と
で
『
阿
毘
逹
磨
集
論
』
を
十
一
カ
月
閒
サ
キ
ャ
で
學
び
、
こ
の

と
き
ツ
ォ
ン
カ
パ
は
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
を
著
作
し
た
と
い
わ
れ
る
（R

oloff 2009: 292

）。
そ
し
て
レ
ン
ダ
ワ
は
『
阿
毘
逹
磨
集
論
注
』

を
著
作
し
た
と
さ
れ
る
。
前
者
は
サ
キ
ャ
で
著
作
し
た
旨
が
奧
書
に
記
さ
れ
、
後
者
は
エ
寺
院
（dPal E gtsug lag khang

）
で
著
作
さ
れ
た

旨
が
奧
書
に
記
さ
れ
る
（『
阿
毘
逹
磨
集
論
眞
髓
善
說
寶
鬘
』85.6-86.1

）。
レ
ン
ダ
ワ
の
『
阿
毘
逹
磨
集
論
眞
髓
善
說
寶
鬘
』
は
『
ク
ン
シ

カ
ン
テ
ル
』
に
影

を
與
え
た
見
解
が
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
唯
識
說
の
背
景
を
知
る
た
め
に
今
後
檢
討
を
要
す
る
。

な
お
、
レ
ン
ダ
ワ
の
同
作
に
お
け
る
識
蘊
の
規
定
（19.5-21.1

）
の
中
に
、
眞
諦
の
九
識
說
は
述
べ
ら
れ
な
い
。『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
の
著

作
年
代
を
め
ぐ
っ
て
は
一
部
に
お
い
て
異
說
も
あ
る
（Sparham

 1993: 17-19

）。（
本
稿
脱
稿
後
、
レ
ン
ダ
ワ
の
『
阿
毘
逹
磨
集
論
廣
釋
善

說
海
』
な
る
別
の
注
が
刊
行
さ
れ
た
。D

am
 pa’i chos m

ngon pa kun las btus pa’i rgya cher ’grel pa legs par bshad pa’i rgya m
tsho. 2  

vols. G
angs can khyad nor dpe tshogs, 2011.

）

（
7
） 『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
の
複
注
に
つ
い
て
は
、
小
谷
（
一
九
八
六
）
四
五
四
〜
四
五
六
頁
、
ツ
ル
テ
ィ
ム
・
小
谷
（
一
九
八
八
）
三
一
〜
三
二

頁
、Sparham

 (1993: 26)

を
參
照
。

（
8
） 

圓
測
著
『
解
深
密
經
疏
』
卷
第
三
、（
漢

原

）
續
一
・
三
四
・
四
・
三
六
〇
表
下
〜
裏
上
、
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
譯
『
解
深
密
經
疏
』、
デ
ル
ゲ

版
・
四
〇
一
六
番
、Ti 214a3-215b2; 

中
華
大
藏
經
丹
珠
爾
六
十
八
卷
、pp. 510.2-513.4

に
對
應
。

（
9
） 

本
稿
卷
末
資
料
參
照
。
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（
10
） 

本
稿
卷
末
資
料
參
照
。

（
11
） 
後
出
の
一
節
「
又
眞
諦
云
。
阿
摩
羅
識
反
照
自
體
」（『
解
深
密
經
疏
』
續
一
・
三
四
・
四
・
三
六
〇
裏
下
）
は
、
こ
の
解
釋
を
支
持
す
る
。

（
12
） 
本
稿
卷
末
資
料
參
照
。

（
13
） 

岩
田
（
二
〇
〇
一
・
一
七
五
頁
）
は
こ
の
偈
を
玄
奘
の
創
作
と
す
る
。

（
14
） 

橘
川
（
二
〇
〇
一
・
一
三
六
頁
）
は
こ
の
議
論
が
『
成
唯
識
論
』
に
據
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
15
） 『
解
深
密
經
疏
』
續
一
・
三
四
・
四
・
三
六
〇
裏
下
「
又
眞
諦
云
。
阿
摩
羅
識
反
照
自
體
、
無
敎
可
憑
、
復
違
如
來
功
德
莊
嚴
經
。
彼
云
、
如
來

無
垢
識
、
是
淨
無
漏
界
、
解
脫
一
切
障
、
圓
鏡
智
相
應
。
准
經
可
知
、
無
垢
識
者
、
卽
是
淨
分
第
八
識
也
。
又
決
定
藏
論
、
卽
是
瑜
伽
彼
論

本
無
九
識
品
也
」。

 

『
決
定
藏
論
』
の
ア
マ
ラ
識
に
つ
い
て
は
、
宇
井
（
一
九
三
〇
）、
袴
谷
（
二
〇
〇
一
・
三
七
四
〜
三
八
二
頁
）、
岩
田
（
二
〇
〇
四
）
な
ど
を

參
照
。「
九
識
品
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
硏
究
の
蓄
積
が
あ
る
が
、
近
年
の
も
の
に
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
吉
村
（
二
〇
〇
七
）
な
ど

が
あ
る
。

（
16
） 

ツ
ル
テ
ィ
ム
・
小
谷
（
一
九
八
八
・
一
〇
八
頁
）
お
よ
び
本
稿
卷
末
資
料
參
照
。

（
17
） 『
パ
ン
タ
ン
マ
目
錄
』（
川
越
七
六
二
番
）、dgongs pa nges par ’grel pa’i bshad pa chen po,   75 bam

 po, slob dpon rdzogs gsal gyis m
dzad.

（
18
） 

チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
に
つ
い
て
は
、van der K

uijp (2003: 407)

、『
リ
ク
レ
ル
目
錄
』
序

お
よ
び
加
納
（
二
〇
一
〇
）
を
參
照
。
沒
年

の
一
三
〇
五
年
は
、
チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
の
甥
の
命
に
よ
っ
て
サ
ム
テ
ン
サ
ン
ポ
が
記
し
た
傳
記
に
基
づ
く
が
、
問
題
を
含
む
。
な
ぜ
な

ら
ば
、『
靑
史
』（
四
一
〇
頁
）
な
ど
に
よ
る
と
、チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
は
、元
朝
第
四
代
皇
帝
仁
宗
（B

u yan du rgyal po

）
の
ラ
マ
（m

chod 

gnas

）
と
な
っ
た
ジ
ャ
ン
ピ
ー
ヤ
ン
か
ら
贈
り
物
を
受
け
取
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
、
仁
宗
の
在
位
中
（
一
三
一
二
〜
一
三
二
〇
）
に
は
チ
ョ

ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
が
存
命
中
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
一
三
〇
五
年
に
沒
し
て
い
た
こ
と
は
辻
褄
が
合
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

仁
宗
の
在
位
年
は
動
か
し
難
い
た
め
、
上
記
沒
年
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
吟
味
を
要
す
る
。
上
記
三
者
お
よ
び
ウ
ー
パ
ロ
サ
ル
の
關
係
に
つ

い
て
は
御
牧
（
一
九
七
八
・
九
六
〜
九
七
頁
）
を
參
照
。

（
19
） 

チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
がrD

zogs gsal

を
イ
ン
ド
人
と
考
え
て
い
た
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
が
、『
パ
ン
タ
ン
マ
目
錄
』
も
『
リ
ク
レ
ル
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目
錄
』
も
圓
測
（rD

zogs gsal

）
の
著
が
漢

か
ら
の
譯
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
可
能
性
は
低
い
。

（
20
） 
チ
ベ
ッ
ト
撰
述
の
『
阿
毘
逹
磨
集
論
』
注
釋

獻
群
全
容
の
槪
觀
に
つ
い
て
は
、B

ayer (2010: 110-117)

を
參
照
。

（
21
） 『
パ
ン
タ
ン
マ
目
錄
』（
川
越
七
六
二
番
）、dG

ongs pa nges par ’grel pa’i bshad pa chen po, bam
 po 75, slob dpon rdzogs gsal gyis m

dzad. 

 

『
デ
ン
カ
ル
マ
目
錄
』（Lalou 

五
六
五
番
）、[ m

do sde’i ṭīkā rgya las bsgyur ba:] dgongs pa nges par ’grel pa’i ṭīkā chen po 21,100 

śloka, bam
 po 74.

 

『
プ
ト
ゥ
ン
目
錄
』（
西
岡
六
五
五
番
）dgongs ’grel gyi ’grel pa rgya’i m

khan po w
en tsheg gis m

dzad pa bam
 po  74 ’gos chos grub 

kyis rgya las bsgyur ba /

 

『
プ
ト
ゥ
ン
目
錄
』（
西
岡
六
七
六
番
）dgongs ’grel gyi ’grel chen rgya nag gi slob dpon rdzogs gsal gyis byas pa bam

 po  75 ’di W
en 

tsheg gis m
dzad pa dang gcig m

i gcig dpyad / 

 

『
リ
ク
レ
ル
目
錄
』（Schaeffer and van der K

uijp 2009: 160, N
o. 11.18

）dgongs ’grel gyi 'grel pa slob dpon rdzogs gsal gyis m
dzad 

pa bam
 po bdun bcu rtsa bzhi pa // 

 

『
ロ
サ
ル
目
錄
』( dB

us pa blo gsal brTsod pa'i seng ge, bsTan bcos kyi dkar chag; cf. Schaeffer and van der K
uijp 2009: 75-76) fol. 

41b4-5: dgongs ’grel gyi ’grel pa rgya’i m
khan po w

an tshig tsheg gis m
dzad pa sogs chos grub kyis bsgyur ba bzhugs //

（
後
者
に
つ

い
て
は
御
牧
克
己
敎
授
を
中
心
と
す
る
硏
究
班
に
よ
っ
て
刊
行
準
備
中
の
も
の
を
ご
厚
意
に
よ
っ
て
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝

意
を
表
し
ま
す
。）

 

『
パ
ン
タ
ン
マ
目
錄
』
の
年
代
に
つ
い
て
はH

alkias (2004)
を
參
照
。

（
22
） 『
パ
ン
タ
ン
マ
目
錄
』
の
注
記
（
三
八
頁
、注
一
六
五
）
に
お
い
て
川
越
は
次
の
よ
う
に
記
す
。「
藏
經
本
の
奧
書(D

 175a; P 198a)

に
よ
れ
ば
、

シ
ナ
の
阿
闍
梨
圓
測( W

an tshig)

が
著
作
し
、lH

a btsan po

の
勅
命
に
よ
り
大
校
閱
翻
譯
師
・
比
丘
法
成
が
漢
語
の
本
か
ら
翻
譯
し
、
校
閱

し
て
確
定
さ
れ
た
と
述
べ
る
。
こ
のlH

a btsan po

は
稻
葉1976, p.  67
の
い
う
よ
う
に
、K

hri gtsug lde brtsan

王
（
在
位815

〜841

）

を
指
す
で
あ
ろ
う
。」

（
23
） 

上
山
（
一
九
九
〇
・
一
〇
四
頁
）
に
よ
る
と
、
法
成
が
攜
わ
っ
た
作
品
の
う
ち
現
存
最
古
の
も
の
は
八
三
三
年
に
沙
洲
永
康
寺
で
著
し
た
『
四
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法
經
疏
』
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
『
解
深
密
經
疏
』
に
つ
い
て
は
上
山
（
一
九
九
〇
・
一
一
七
〜
一
一
九
頁
）
を
參
照
。

（
24
） 
長
尾
（
一
九
五
三
）、
稻
葉
（
一
九
七
二
）
な
ど
參
照
。
眞
諦
三
藏
の
梵
名
をParam

ārtha

と
す
る
典
據
は
、『
歷
代
三
寶
記
』
卷
十
一
（
大

正
四
九
・
九
九
上
）、「
三
藏
法
師
波
羅
末
陀
、
梁
に
眞
諦
と
言
う
」（
船
山
二
〇
〇
五
參
照
）。

（
25
） 『
靑
史
』 p. 407, gnyal zhig gi bu dgu zhes pa byung ste / bzang [= bzad] rings / phu thang dar dkon / gtsang pa gru gu gsum

 snga tshar 

/ ’u yug pa bsod nam
s seng ge / bo dong rin rtse / gtsang pa jo nam

 gsum
 bar tshar / rgya ’ching ru ba / ’jam

 gsar / skyil nag grags 

seng gsum
 phyi tshar ro // de la bzang [= bzad] rings kyis khro phur bshad pa m

dzad pas lho pa grub seng la sogs pa’i m
khas pa m

ang 

du tshar te / bu ston kha che yang de’i brgyud la byon pa yin no // 『
カ
ダ
ム
全
集
・
第
二
輯
』、vol. 41, p.  3

參
照
。TB

R
C

 R
esource ID

 

= P10041. 

ニ
ェ
ル
シ
ク
に
つ
い
て
はSparham

 (1996)

に
詳
し
い
。

（
26
） 『
阿
毘
逹
磨
集
論
注
明
示
智
莊
嚴
』
の
奧
書
は
次
の
通
り
。 『
カ
ダ
ム
全
集
』 vol. 41, p. 372.2: m

ang du thos pa // lung rigs ’dzin pa gzad 

ring m
o gyis [=yis] // gnes pa brag snang zhes bya bar // gzhan gyi don du brtson pas sbyar // chos m

ngon pa kun las btus pa’i rnam
 

par bshad pa gsal ba blo’i rgyan zhes bya ba //

（
27
） 『
阿
毘
逹
磨
集
論
注
明
示
智
莊
嚴
』、145.4-5: gsum

 pa m
tshan gzhi’i dbye ba la gnyis te / [145.5] rgyu rnam

 shes ’khor dang bcas pa’i 

dbye ba dang / ’bras bu ye shes gnas gyur dang bcas pa’i dbye ba’o // dang po la gnyis te / gzhan lugs dgag pa dang / rang lugs sgrub 

pa’o // dang po la gnyis te / brgyad pas m
ang par ’dod pa dgag pa dang / nyung par ’dod pa dgag pa’o //

 

　

[1.1.2] 「
少
な
い
と
認
め
る
者
の
否
定
」
に
は
、
六
識
說
論
者
批
判
と
一
識
說
論
者
批
判
と
が
含
ま
れ
る
。
同
書146.8

以
下
參
照
。

（
28
） 

當
該
の
語
は
主
要
な
チ
ベ
ッ
ト
語
辭
典
に
は
現
れ
な
い
語
彙
で
あ
り
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
下
記
の
議
論
を
參
照
す
る
と
、
心
不
相
應
行

に
屬
す
る
一
要
素
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
上
記
の
議
論
を
參
照
す
る
と
「
心
作
用
は
無
量
で
あ
る
」
こ
と
の
理
由
を

述
べ
て
い
る
箇
所
な
の
で
、
非
常
に
膨
大
な
數
の
單
位
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
當
該
の
一
節
は
縮
寫

字( bsdu yig)

で
綴

ら
れ
る
た
め
別
の
讀
み
方
の
可
能
性
も
あ
る
。

（
29
） 『
阿
毘
逹
磨
集
論
注
明
示
智
莊
嚴
』、145.5-145.8: 〔
九
識
說
〕dang po ni slob dpon bha phya la sogs pa na re sem

s tshogs [145.6] dgu 

sem
s byung dpag du m

ed pa yod de / rnam
 shes brgyad dang dri m

a m
ed pa’i yid do // de yod par lung las / bde gshegs snying pos 
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’gro kun yongs la khyab // sem
s can tham

s cad bde bar gshegs pa’i snying po can zhes pa ’o // rigs pa ni sangs rgyas la ye shes bzhi 

rung pa’i phyir ro // zhes so // sem
s byung ni bya bsnyangs dang dbyal la sogs pa sem

s la rag pa’i phyir ro / zhes zer [145.7] ba 〔
九
識

說
へ
の
論

〕m
a yin te / yid de m

ngon ’gyur du yod dam
 de’i sa bon yod // dang po ltar na sem

s can tham
s cad ’phags par ’gyur la / 

gnyis pa ltar na lung rigs kyis de yod par grub pas de m
ngon ’gyur sgrub m

i nus te sa bon tsam
 la ’bras bu m

a khyab la / sa bon nus 

pa thogs m
ed m

a grub pa’i phyir sem
s tshogs dgu m

i rigs pa dang / dbyal la sogs sem
s dang m

tshungs par m
i ldan [145.8] pa’i phyir 

sem
s byung dpag m

ed du m
i rigs so //

（
30
） 『
解
深
密
經
疏
』
續
一
・
三
四
・
四
・
三
六
〇
表
下
「
一
龍
猛
等
。
但
說
六
識
。
是
故
淸
辨
菩
薩
所
造
。
中
觀
心
論
入
眞
甘
露
品
云
。
離
六
識
外
。

無
別
阿
賴
耶
識
。
眼
等
六
識
所
不
攝
故
。
猶
如
空
華
。
故
知
彼
宗
唯
立
六
識
」。
注
記
（
49
）
參
照
。

（
31
） 『
宗
義
莊
嚴
華
』345.5-6: slob dpon yang dag bden pa ni / dri m

a m
ed pa’i yid dgu ’dod do // ’di dag gi don rgyas pa ni kun las btus pa 

rgyan gyi m
e tog na yod do //

（
32
） 『
阿
毘
逹
磨
集
論
莊
嚴
華
』〔『
カ
ダ
ム
全
集
』118.3-6

、『
リ
ク
レ
ル
全
集
』134.4-5

〕 rnam
 par shes pa’i phung po’i rnam

 bzhag la dang 

po spyi’i ﹇
活
字
本
：phyi’i

﹈ don la gzhan phyogs dgag pa dang / rang lugs bzhag pa gnyis las dang po la rnam
 par shes pa’i grangs 

m
ang bar sm

ra ba dgag pa dang / nyung bar sm
ra ba dgag pa dang / kun gzhi’i don rnam

 ﹇
活
字
本
：rnam

s

﹈ pa gzhan du ’chad pa 
dgag pa dang gsum

 gyi ...

（
33
） 

こ
の
偈
は
現
行
の
カ
ン
ギ
ュ
ル
所
收
本
『
三
昧
王
經
』（
デ
ル
ゲ
版
一
二
七
番
）
に
確
認
で
き
な
い
が
、
ラ
ト
ナ
ー
カ
ラ
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
に
歸

さ
れ
る
『
經
集
注
解
』（Sūtrasam

uccayabhāṣya 

デ
ル
ゲ
版
三
九
三
五
番 293b3-4

）
の
次
の
偈
の
冒
頭
句
と
一
致
す
る
。bde gshegs snying 

po ’gro kun yongs la khyab // sem
s ni rgya che m

chog tu rab bskyed de // ’gro ba ’di dag tham
s cad sangs rgyas ’gyur // de’i phyir 

snod m
in sem

s can gang yang m
ed //　

こ
の

言
は
お
そ
ら
く
『
三
昧
王
經
』
の
次
の
偈
頌
を
も
と
に
增
廣
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

『
三
昧
王
經
』 ( ed. Vaidya, p. 317, chapter 10, verse   72) vyākaraṇaṃ

 m
am

a śrutviha loko cittu janeṣpati atra udāram
 / buddha bhaviṣyati 

sarvajano ’yam
 nāstiha kaścid abhājanasattvo //  

な
お
後
者
の
偈
は
同
經
の
古
形
を
留
め
る
ギ
ル
ギ
ッ
ト
寫
本
に
は
み
ら
れ
ず
、
增
廣
部
分

を
含
む
ネ
パ
ー
ル
寫
本
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
譯
に
お
い
て
の
み
現
れ
る
。
ま
た
イ
ェ
ー
シ
ェ
ー
デ
の
『
見
解
區
別
』
に
は
、「『
三
昧
王
經
』
は
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じ
め
多
く
の
經
典
に
『
一
切
衆
生
は
如
來
藏
で
あ
る
』
と
あ
る
」（
上
山
一
九
七
七
・
三
八
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
た
め
、
す
で
に
九
世
紀
頃
ま

で
に
は
こ
の

言
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
34
） 『
大
乘
莊
嚴
經
論
』
第
九
章
三
十
七
偈 sarveṣām

 aviśiṣtāpi tathatā śūddhim
 āgatā / tathāgatatvaṃ

 tasm
āc ca tadgarbhāḥ sarve dehinaḥ //

（
35
） 『
阿
毘
逹
磨
集
論
莊
嚴
華
』〔『
カ
ダ
ム
全
集
』118.6-119.6

、『
リ
ク
レ
ル
全
集
』（
活
字
本
）134.5-135.6

〕〔
九
識
說
の
紹
介
〕dang po ni / 

kha cig ni rnam
 par shes pa ni dri m

a m
ed pa’i yid dang dgu yin te ’di m

ed sangs rgyas pa’i tshe dri m
a m

ed pa’i sem
s gsar du skye 

bar ’gyur na sngon m
ed pa’i sem

s gsar ﹇
活
字
本 gsal

﹈ba skye ba ni ’jig rten rgyang phan ﹇
活
字
本 ’phan

﹈ pa’i lugs yin no zhes zer 
ba de ni de lta m

a yin te ’di la sgrub par byed pa lung dang rigs pa ﹇
活
字
本 om

. pa

﹈ med pa’i phyir ro // 
 

〔
九
識
說
へ
の
論

〕gang yang ting nge ’dzin rgyal po las / bde gshegs snying po ’gro kun yongs la khyab / ces bya ba dang sem
s 

can tham
s cad ni de bzhin gshegs pa’i snying po can no zhes gsungs pa de ni kun gzhi la rnam

 byang gi sa bon yod pa dang sem
s rgyud 

la de bzhin nyid kyis khyab pa la dgongs nas de skad du ﹇
活
字
本 om

.

﹈ gsungs pa yin te / dpal phreng seng ge’i nga ro’i m
do las / 

rnam
 par byang ba’i sa bon la ltos nas sem

s can tham
s cad de bzhin gshegs pa’i snying po can no zhes bya ba dang m

do sde rgyan las 

/ de bzhin de tham
s cad la / khyad par m

ed kyang dag gyur pa // de bzhin gshegs nyid ﹇
活
字
本 la

﹈ de yi phyir // ’gro kun de yi snying 
po can / zhes ’byung ba’i phyir ro //

 
gzhan yang dri m

a m
ed pa’i yid de zag m

ed kyi shes pa’i sa bon la brjod na ni kun gzhi nyid du ﹇
活
字
本 om

.

﹈ thal bar ’gyur la / m
ngon 

du gyur pa yin na ni spang bya dang ’gal lam
 m

i ’gal brtag grang / gal te ’gal na ni sem
s can tham

s cad lam
 la ’bad m

i dgos par grol 

bar ’gyur te ’gal zla grub na ni spang bya m
i gnas pa’i phyir ro // gnas na yang ’gal ba nyid nyam

s pa yin no // ci ste m
i ’gal na ni 

’phags pa’i chos thos pa’i tshe yang ﹇
活
字
本 ’ang

﹈ m
i grol bar thal bar ’gyur te / zag m

ed kyi yid m
ngon du gyur kyang spang bya 

m
i ldog pa’i phyir ro // ’jig rten snga m

a m
ed na ni rgyang phan ﹇

活
字
本
： ’phan

﹈ pa’i lugs su ’gro ba yin gyi zag m
ed kyi sem

s gsar 

du skyes pas ni der ’gyur ba m
a yin no //

（
36
） 

チ
ョ
ム
デ
ン
リ
ク
レ
ル
が
圓
測
の
『
解
深
密
經
疏
』
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
が
『
リ
ク
レ
ル
目
錄
』
に
同
書
を
擧
げ
て
い
る
こ
と
か
ら

確
認
さ
れ
る
。
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（
37
） Schm

ithausen (1983), W
ilson (1984: 365-366), Sparham

 (1993: 24), 

袴
谷 （
二
〇
〇
一
・ 

三
二
一
〜
三
六
一
頁
）
な
ど
。

（
38
） 『
阿
毘
逹
磨
集
論
注
陽
光
』78a7-b3

。

（
39
） 『
阿
毘
逹
磨
集
論
注
陽
光
』78ab3-5

〔
九
識
論
者
批
判
〕kha cig / dri m

ed kyi rnam
 shes dang dgu yod de / bde gshegs snying pos ’gro 

kun yongs la khyab // ces gsungs shing / sangs rgyas ye shes kyi sa bon yod pas so shes ’dod pa’ang sngar gyi rigs pas khegs te / zag 

m
ed kyi sem

s m
a ’dris pa yin pas so skye la m

ed par bstan pas so skye la dri m
ed kyi rnam

 shes m
ngon gyur khegs la / sa bon kun 

gzhi la chu dang ’o m
a bzhin bstan pas logs na rnam

 shes rang rgyud par grub pa khegs so // lung de ni de bzhin nyid kyis tham
s cad 

khyab pa la dgongs te / de bzhin nyid de tham
s cad la // khyad par m

ed kyang dag ’gyur ba // de bzhin gshegs nyid de yi phyir // ’gro 

kun de yi snying po can // zhes so // 

（
40
） 『
プ
ト
ゥ
ン
目
錄
』（
西
岡
六
五
五
番
、
六
七
六
番
）
お
よ
び
、
前
記
注
（
21
）
參
照
。

（
41
） 

當
該
の
註
を
扱
っ
た
硏
究
と
し
て
は
、
ツ
ル
テ
ィ
ム
（
二
〇
〇
二
）
やB

ayer (2010)

が
あ
る
。

（
42
） B

odhibhadra, Jñānasārasam
uccayanibandha, ed. M

im
aki (1976: 202): de la rnam

 pa dang bcas pa ni slob dpon phyogs kyi glang po 

la sogs pa dag gi ’dod pa ste / rnam
 pa gzhan gyi dbang du ston pas ji skad du / nang gi shes bya’i ngo bo ni // phyi rol ltar snang 

gang yin de // don yin zhes bya ba la sogs pa ste rnam
 par shes pa’i tshogs drug tu sm

ra ba’o //

（
43
） Ibid. ed. M

im
aki (1976: 202): ces brjod cing rnam

 par shes pa’i tshogs brgyad dang / kha cig gcig pur sm
ra ba ste // gcig pu nyid ni 

rnam
 pa dang bcas bdag la yang kha cig go // 

 

一
識
說
に
つ
い
て
『
攝
大
乘
論
』（
長
尾
譯
）
二
・
十
二
Ａ
以
下
を
參
照
。
詳
し
く
は
世
親
『
攝
大
乘
論
釋
』
を
參
照
。『
攝
大
乘
論
釋
』（
北

京
版
五
五
五
一
番 Li 173a6

）byang chub sem
s dpa’ kha cig ni yid kyi rnam

 par shes pa gcig pu nyid ’dod do //; （
大
正
三
一
・
三
三
九

下
）「
一
類
菩
薩
欲
令
唯
有
一
意
識
體
」。

（
44
） 『
阿
毘
逹
磨
集
論
注
所
知
明
示
』30.4-5: slob dpon phyogs kyi glang po sogs ni rnam

 shes tshogs drug dang rnam
 bcas su bzhed do 

zhes slob dpon byang chub bzang po’o // <sa yi [= ye shes] snying kun btus ’grel par ro // : m
chan> byang chub sem

s dpa’ gcig [30.5] 

pur sm
ra bas rnam

 shes gcig dang / btsun pa yang dag bden pa sogs kyis tshogs brgyad dang dri m
a m

ed pa’i shes pa ste dgur sm
ra 
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bar byed do //
（
45
） 
ジ
ャ
ム
ヤ
ン
シ
ェ
ー
パ
の
『
宗
義
大
全
』
の
瑜
伽
行
唯
識
學
派
章
に
言
及
さ
れ
る
眞
諦
の
九
識
說
に
つ
い
て
は
袴
谷
（
二
〇
〇
一
・
二
〇
六
頁
）

を
參
照
。
宗
義

獻
の
中
の
瑜
伽
行
派
の
項
目
下
で
、
識
の
數
が
列
擧
さ
れ
る
の
は
、
す
で
に
イ
ン
ド
の
宗
義

獻
に
も
み
ら
れ
る
（
前
記

注
四
十
二
參
照
）。
た
だ
し
九
識
說
が
登
場
す
る
の
は
チ
ベ
ッ
ト
で
十
三
世
紀
以
降
と
み
ら
れ
、
た
と
え
ば
チ
ャ
パ
・
チ
ュ
ー
キ
セ
ン
ゲ

（
一
一
〇
九
〜
一
一
六
九
）
の
宗
義
書( bD

e bar gshegs pa dang phyi rol pa’i gzhung rnam
 par ’byed pa)

に
は
八
識
說
、
六
識
說
、
一
識

說
が
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、九
識
說
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。『
カ
ダ
ム
全
集
』（
第
一
輯
）Vol. 9, fol. 28b5-7: lugs ’di la ’ang rdul (28b6) 

du m
ar snang pa shes pa rdzas cig pa m

i ’dod pa’i shes pa grangs m
tha’ yas pa’i lugs ni m

ed m
od kyi rnam

 shes brgyad dam
 drug 

gam
 cig du [=tu] ’dod pa’ang snga m

a ltar yod la sem
s dang sem

s byung rdzas tha dad pa dang cig pa’i lugs kyang snga m
a (28b7) 

ltar yod do //

 

な
お
本
稿
に
お
い
て
は
十
分
調
査
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
作
者
不
明
の
『
攝
大
乘
論
注
』（Theg pa chen po bsdus pa’i rnam

 par bshad pa 

de kho na nyid gsal ba. 『
カ
ダ
ム
全
集
』
第
十
八
卷
三
四
一
〜
五
〇
〇
頁
、
同
第
六
十
八
卷
七
〜
一
六
六
頁
に
再
錄
）
は
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
つ

い
て
詳
細
な
議
論
を
行
っ
て
い
る
。

（
46
） 『
解
深
密
經
疏
』
を
「
七
十
五
卷
」
と
記
述
す
る
の
は
、現
行
の
テ
ン
ギ
ュ
ル
所
收
本
、『
パ
ン
タ
ン
マ
目
錄
』（
川
越
七
六
二
番
）
と
『
プ
ト
ゥ

ン
目
錄
』（
西
岡 

六
七
六
番
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
他
『
デ
ン
カ
ル
マ
目
錄
』（Lalou 

五
六
五
番
）、『
プ
ト
ゥ
ン
目
錄
』（
西
岡 

六
五
五

番
）、『
リ
ク
レ
ル
目
錄
』（N

o. 11.18

）
は
「
七
十
四
卷
」
と
記
載
す
る
。
か
か
る
卷
數
の
違
い
は
、
譯
に
二
種
が
存
在
し
た
こ
と
に
起
因
す

る
も
の
で
は
な
く
、「
卷
」（bam

 po

）の
單
位
の
計
算
方
法
に
相
違
が
存
し
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。van der K

uijp (2010)

參
照
。

（
47
） 『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
所
引
箇
所
直
前
で
、
圓
測
疏
は
次
の
よ
う
に
說
い
て
い
る
。「
ま
た
ま
と
め
る
と
、〔
識
は
〕
六
種
の
義
に
よ
っ
て
示
さ

れ
る
。〔
識
の
〕
數
の
多
少
と
、〔
識
の
〕
名
稱
の
解
釋
と
、〔
識
〕
本
性
の
解
說
と
、〔
識
の
〕
基
盤
と
感
官
と
、〔
識
の
〕
知
覺
對
象
と
、
多

く
の
心
作
用
と
の
關
連
性
に
つ
い
て
の
解
說
で
あ
る
。」W

D
 214a3-4; 

中
華 509.17-510.2: de yang m

dor bsdu na don rnam
 pa drug gis 

bstan te / grangs kyi rnam
 pa m

ang nyung bstan pa dang / nges tshig rnam
 par bshad pa dang / ngo bo nyid bstan pa dang / gnas dang 
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dbang po bstan pa dang / dm
igs pa’i yul bstan pa dang / sem

s las byung ba du m
a dang m

tshungs par bstan pa’o // de la grangs kyi 

rnam
 pa m

ang nyung bstan pa ni ...

 
『
解
深
密
經
疏
』
漢

原

（
續
一
・
三
四
・
四
・
三
六
〇
表
下
）「
略
辨
六
義
。
一
種
數
多
少
。
二
釋
名
字
。
三
出
體
性
。
四
所
依
根
。
五
所
緣

境
。
六
心
所
相
應
。
言
種
數
者
。」

（
48
） 「
詳
し
く
は
」（zhib tu ni 「
具
」）
は
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
に
缺
。

（
49
） 「
入
眞
實
甘
露
品
」
に
つ
い
て
は
安
閒
（
二
〇
〇
六
・
二
一
〜
二
五
頁
）
お
よ
び
斎
藤
（
二
〇
〇
五
）
に
詳
細
に
考
察
さ
れ
、
同
品
は
『
中
觀

心
論
』
第
五
章
を
指
す
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
同
品
は
確
か
に
唯
識
批
判
を
行
い
、
關
聯
す
る
偈
（
九
八
偈
）
も
あ
る
が
、
圓
測
の
文
言
は

そ
の
ま
ま
の
形
で
は
現
れ
な
い
。
惠
沼
は
『
成
唯
識
論
了
義
燈
』
の
中
に
西
明
寺
圓
測
の
說
と
し
て
當
該
の
箇
所
を
引
用
す
る
。（
大
正

四
三
・
七
三
三
下
「
西
明
云
。
依
淸
辨
造
中
觀
心
論
入
眞
甘
露
品
中
說
。
阿
賴
耶
識
無
別
有
性
。
眼
等
六
識
所
不
攝
故
。
猶
若
空
華
。
護
法
今

破
。
然
彼
比
量
有
三
過
失
。」）

（
50
） 

漢

「
然
」
よ
り
補
う
。
チ
ベ
ッ
ト
譯
缺
。

（
51
） 

法
性
心
は
「
知
覺
對
象
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
」( dm

igs pa can ni m
a yin no)

と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
漢

原

は
「
非
能
緣
」
つ
ま
り

認
識
の
主
體
で
は
な
い
、
と
す
る
。

（
52
） 

當
該
箇
所
は
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
お
よ
び
『
解
深
密
經
疏
』
チ
ベ
ッ
ト
譯
に
亂
脫
が
み
ら
れ
る
の
で
、
和
譯
は
漢

原

に
從
っ
た
。
ま

ず
『
解
深
密
經
疏
』
チ
ベ
ッ
ト

に
は
「
唯
識
な
る
意
を
本
性
と
す
る
か
ら
で
あ
り
、
唯
識
を
本
性
と
す
る
ゆ
え
」
と
あ
り
、
原

「
唯
釋

意
之
性
故
。
識
之
性
故
」
の
「
唯
釋
」
を
「
唯
識
」
と
讀
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
對
應
す
る
『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
の
一
節
は
こ

の
チ
ベ
ッ
ト
譯
に
も
と
づ
き
つ
つ
さ
ら
に
缺

が
あ
り
、
漢

原

か
ら
か
な
り
乖
離
し
て
い
る
た
め
、
次
の
よ
う
に

意
が
通
じ
に
く
い

も
の
と
な
っ
て
い
る
。「
こ
の
場
合
、そ
れ（
心
）は
唯
識
の
意（m

anas
）を
そ
の
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、意
と
言
っ
て
も
、識（vijñāna

）

と
言
っ
て
も
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
る
」（
ツ
ル
テ
ィ
ム
・
小
谷
譯
）。Sparham

 (1993: 154)

の
英
譯
は
、『
解
深
密
經
疏
』
チ
ベ
ッ
ト
譯
に
も

と
づ
い
て
缺

を
補
っ
て
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
が
や
は
り
難
解
で
あ
る
。「〔
意
と
は
、
こ
の
場
合
〕
唯
識
と
し
て
の
意
の
本
質
の
こ
と
で

あ
り
、〔
識
は
〕
唯
識
そ
の
も
の
の
本
質
の
こ
と
で
あ
る
の
で
…
」。
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（
53
） 「
解
云
」
以
下
、
こ
こ
ま
で
の
一
節
は
圓
測
自
身
に
よ
る
解
說
と
み
ら
れ
る
が
、Sparham

 (1993: 154)

は
『
唯
識
論
』
の
所
說
と
す
る
。
菩
提

留
支
の
識
論
に
つ
い
て
は
大
竹
（
二
〇
一
〇
）
參
照
。
菩
提
留
支
は
七
識
說
を
主
張
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
七
識
に
空
理
（
眞
如
）
で
あ
る
ア
ー

ラ
ヤ
識
を
加
え
て
八
識
を
主
張
し
た
と
さ
れ
る
。「〔
善
〕珠
等
記
中
引
道
基
師『
攝
論
章
』云
。
至
於
後
魏
、留
支
三
藏
但
說
七
識
。
謂
眼
識〈
乃

至
〉
阿
陀
那
〈
第
七
識
也
〉。
第
八
梨
耶
、體
非
心
識
。
是
空
理
故
。」（
眞
興
『
唯
識
義
私
記
』
卷
四
末
。
大
正
七
一
・
三
五
九
下
〜
三
六
〇
上
）。

そ
れ
に
よ
れ
ば
七
識
す
べ
て
が
「
相
應
心
」
に
、
第
八
識
（
空
理
・
眞
如
）
が
「
法
性
心
」
に
そ
れ
ぞ
れ
對
應
す
る
と
理
解
で
き
る
。

（
54
） 

漢

原

「
大
同
識
論
」
と
い
う
表
現
は
、
當
該
の
チ
ベ
ッ
ト
譯
（phal cher bstan bcos gzhan dag las bshad pa dang yang m

thun no

）

お
よ
び
『
仁
能
般
若
經
疏
』（
大
正
三
三
・
四
〇
〇
中
「
大
道
諸
師
」、大
竹
二
〇
一
二
參
照
）
と
に
よ
っ
て
、「
大
同
諸
論
」
と
訂
正
で
き
よ
う
。

（
55
） 

原

「
第
七
阿
陀
那
此
云
執
持
」。

（
56
） 

大
竹
（
二
〇
一
二
）
に
よ
る
と
、
眞
諦
の
こ
の
說
は
次
の
安
慧
著
『
三
十
頌
釋
』
の
所
說
と
合
致
す
る
と
い
う
。『
三
十
頌
釋
』22.22-24: 

tadālam
bam

 iti, ālayavijñānālam
banam

 eva. satkāyadṛṣṭyādibhiḥ saṃ
prayogād ahaṃ

 m
am

ety ālayavijñānālam
banatvāt.

（
57
） 

原

「
唯
煩
惱
障
」
に
從
う
。
チ
ベ
ッ
ト
譯
「
煩
惱
の
み
の
障

が
あ
り
」。

（
58
） 

大
竹
（
二
〇
一
二
）
に
よ
る
と
、
眞
諦
の
こ
の
說
は
次
の
安
慧
著
『
三
十
頌
釋
』
の
所
說
と
合
致
す
る
と
い
う
。『
三
十
頌
釋
』24.14: arhatas 

tāvad aśeṣakleśaprahāṇāt kliṣṭaṃ
 m

ano naivāsti. 

こ
れ
に
從
う
と
、
圓
測
の
當
該
の
一

は
、
第
七
識
を
有
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
者
は

決
し
て
阿
羅
漢
果
を
得
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
意
味
で
理
解
で
き
る
。

（
59
） ngo bo nyid kyi kun bzhi

。
漢

原

の
「
一
解
性
梨
耶
」
が
本
來
の
讀
み
で
あ
ろ
う
。
後
者
は
他
所
に
も
用
例
あ
り
。

（
60
） 

轉
識
得
智
の
因
に
な
り
う
る
と
の
意
か
。

（
61
） 『
中
邊
分
別
論
』I.3ab: arthasattvātm

avijñaptipratibhāsaṃ
 prajāyate.　

徐
德
仙
（
一
九
九
六
）
參
照
。
安
慧
は
こ
の

章
のprajāyate

の

主
語
を
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
こ
と
と
注
解
す
る
。
大
竹
（
二
〇
一
二
）
に
よ
る
と
、
眞
諦
の
こ
の
說
は
安
慧
著
『
三
十
頌
釋
』（19.16-17

）
の
所

說
に
合
致
す
る
と
い
う
。

（
62
） 

た
だ
し
漢

は
「
四
種
謗
」。

（
63
） 

た
だ
し
漢

は
「
於
一
眞
如
」。
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（
64
） rnam

 par shes pa dgu bstan pa. 

漢

は
「
九
識
章
」。

（
65
） 
漢

は
「
大
唐
三
藏
」。

（
66
） dgu zhes ni m

i ’chad de. 

漢

は
「
不
說
第
九
」。

（
67
） tshad m

a rnam
 par gzhag pa de nyid la. 

漢

は
「
所
立
量
中
」。

（
68
） 

漢

は
「
護
法
會
釋
、
如
成
唯
識
第
五
卷
說
」。

（
69
） 

ツ
ル
テ
ィ
ム
・
小
谷
（
一
九
八
八
・
一
〇
八
頁
）
は
、「
隨
轉
」
に
つ
い
て
、「
ど
う
い
う
認
識
對
象
に
應
じ
て
識
が
生
じ
る
か
と
い
う
」
と
理

解
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、Vivṛtaguhyārthapiṇḍavyākhyā

に
み
ら
れ
る
同
じ
議
論
と
比

檢
討
す
る
と
、「
隨
轉
」
と
は
「
臨
機
應
變
」（rjes 

su ’jug pa, *anuvartana
）
と
い
う
こ
と
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
中
國
佛
敎
で
は
「
隨
轉
理
門
」
と
「
眞
實
理
門
」
と
は
一
對

の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
大
竹
晉
（
二
〇
〇
三
・
一
二
八
頁
）
參
照
。

（
70
） 『
成
唯
識
論
』（
大
正
三
一
・
二
六
上
） 「
然
有
經
中
說
六
識
者
、
應
知
彼
是
隨
轉
理
門
、
或
隨
所
依
六
根
說
六
、
而
識
類
別
實
有
八
種
」。

（
71
） 

漢

は
「
解
云
」。

（
72
） 『
ク
ン
シ
カ
ン
テ
ル
』
所
引
箇
所
の
後
、
圓
測
疏
は
次
の
よ
う
に
續
く
。「
歡

の
大
涅
槃
に
住
し
て
い
る
た
め
（
漢

原

「
位
在
極

大

菩
薩
故
」）
そ
れ
ら
の
〔
中
觀
〕
論
書
に
お
い
て
、
識
は
六
種
で
あ
る
と
示
し
た
の
は
、『
聖
大
品
般
若
』
な
ど
の
意
圖
を
示
す
も
の
で
あ
る

た
め
、
矛
盾
は
な
い
の
で
あ
る
。」
圓
測
疏D

 215b2-3; 

中
華 p. 513.4-7: rab tu dga’ ba’i m

ya ngan las [gyis W
N

P ] ’das pa chen po la 

gnas pa’i phyir bstan bcos de dag las / rnam
 par shes pa ni drug go zhes bstan pa ni ’phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i le’u 

chen po’i m
do la sogs pa’i dgongs pa bstan pa’i phyir ’gal ba m

ed do //　
『
解
深
密
經
疏
』
漢

原

（
續
一
・
三
四
・
四
・
三
六
〇
裏
上
〜

下
）「
位
在
極

大
菩
薩
故
。
而
彼
論
中
。
說
六
識
者
。
述
大
品
經
等
意
。
故
不
相
違
。」

 

こ
こ
で
は
、
龍
樹
自
身
は
本
心
で
は
八
識
說
を
信
じ
て
い
る
が
、
般
若
經
の
意
圖
を
解
說
す
る
た
め
に
中
觀
論
書
で
は
便
宜
上
、
六
識
說
を

述
べ
て
い
る
と
解
釋
さ
れ
て
い
る
。

（
73
） 

ツ
ル
テ
ィ
ム
・
小
谷
（
一
九
八
八
・
一
二
三
頁
）
參
照
。

（
74
） 

第
九
識
が
八
識
に
含
ま
れ
ず
か
つ
有
爲
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
心
・
心
作
用
で
は
あ
り
え
な
い
た
め
、
お
の
ず
と
、
有
爲
法
の
殘
餘
の
カ
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テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
、
色
法
も
し
く
は
心
不
相
應
行
法
か
の
い
ず
れ
か
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
75
） 
圓
測
に
よ
る
眞
諦
の
第
七
識
批
判
と
一
致
す
る
。『
解
深
密
經
疏
』（
續
一
・
三
四
・
四
・
三
六
〇
裏
下
）「
且
如
第
七
、有
二
種
失
。
一
阿
陀
那
者
、

第
八
異
名
、
而
非
第
七
。
故
此
經
等
、
說
第
八
識
、
名
阿
陀
那
。」

（
脫
稿
後
、
下
記
の
先
行
硏
究
の
存
在
を
船
山
徹
先
生
よ
り
ご
指
摘
戴
い
た
。
李
鍾
徹W

on-cheug gw
a tibet bulgyo: Tsong-kha-pa eui K

un 

gzhi’i dka’ ’grel eul jungsim
 euro [W

on-cheug and Tibetan B
uddhism

: w
ith special reference to K

un gzhi’i dka’ ’grel by Tsong-kha-pa], 

K
orean Studies Q

uarterly 120, 2010.

）
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日
本
古

書
・
諸
目
錄
に
殘
る
眞
諦
關
係
著
作
の
情
報
に
つ
い
て

藤　

井　
　
　

淳

は
じ
め
に

　
「
眞
諦
三
藏
と
そ
の
時
代
」
硏
究
班
で
は
眞
諦
三
藏
の
著
述
の
逸

を
收
集
し
て
き
た
が
、
殘
念
な
が
ら
眞
諦
三
藏
の
著
述
の
完

本
と
さ
れ
る
も
の
は
現
在
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
諸
目
錄
に
よ
れ
ば
現
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
日
本
に
は
か
つ
て
多
く

の
佛
典
が
存
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
本
稿
の
目
的
は
日
本
に
お
け
る
目
錄
類
お
よ
び
記
錄
を
參
照
し
て
、
眞
諦
三
藏
の
著
述
が
完

本
と
し
て
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
流
傳
し
て
い
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
時
代
と
し
て
は
正
倉
院

書
に
記
錄
さ
れ
る

八
世
紀）

1
（

を
始
ま
り
と
し
、
十
三
世
紀
を
終
わ
り
と
す
る
。
ま
た
高
麗
の
義
天
（
一
〇
五
五
〜
一
一
〇
一
）
に
よ
る
目
錄
も
高
山
寺
な

ど
日
本
に
殘
っ
た
こ
と
か
ら
併
せ
て
考
察
の
對
象
と
す
る
。
ま
た
眞
諦
三
藏
と
關
係
が
明
確
で
は
な
く
て
も
目
錄
の
中
に
見
ら
れ
、

關
連
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
記
錄
に
つ
い
て
も
併
せ
て
論
述
す
る
。

　

本
稿
で
具
體
的
に
調
査
對
象
と
し
た
も
の
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る）

2
（

。
便
宜
上
、
推
定
も
含
め
て
年
代
順
に
擧
げ
る
。
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七
二
七
〜
七
八
〇　

正
倉
院

書）
3
（

九
一
四
年
撰　
　
　
『
華
嚴
宗
章
疏

因
明
錄
』『
三
論
宗
章
疏
錄）

4
（

』

九
一
四
年
寫　
　
　

靑
蓮
院
藏
『
山
王
藏
目
錄）

5
（

』

十
一
世
紀
〜
十
二
世
紀
末　

七
寺
藏
『
古
聖
敎
目
錄
』（
擬
題）

6
（

）

平
安
中
期
ま
で　
　

舊
法
隆
寺
藏
現
法
金
剛
院
藏
『
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
錄）

7
（

』

一
〇
九
一
年
撰　
　
『
新
編
諸
宗
敎
藏
總
錄）

8
（

』

一
〇
九
四
年
撰　
　
『
東
域
傳
燈
目
錄）

9
（

』

一
二
五
〇
年
筆
記　

高
山
寺
藏
『
高
山
寺
聖
敎
目
錄）

10
（

』

一　

古
代
日
本
佛
敎
と
經
論
・
章
疏
の
保
存

　

六
世
紀
半
ば
に
日
本
は
朝
鮮
半
島
よ
り
公
式
に
佛
敎
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
な
り
、
崇
拜
對
象
と
さ
れ
る
佛
像
と
と
も
に
「
若
干

の
經
論
」
が
百
濟
よ
り
送
ら
れ
た
こ
と
が
『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
の
條
（
五
五
二
年
）
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
聖

德
太
子
（
五
七
四
〜
六
二
二
）
の
時
代
を
經
て
、
大
規
模
な
一
切
經
の
請
來
が
な
さ
れ
た
の
は
玄
昉
（
？
〜
七
四
六
）
に
始
ま
る
と

さ
れ
る
。
玄
昉
は
政
權
に
深
く
關
わ
っ
た
た
め
後
代
に
汚
名
を
殘
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
卓
越
し
た
事
業
力
で
七
三
五
年
に
『
開

元
錄
』
に
基
づ
く
五
千
餘
卷
の
經
論
を
日
本
に
も
た
ら
し
た
と
言
わ
れ
る）

11
（

。

　

日
本
に
お
い
て
行
わ
れ
た
現
存
最
古
の
奧
書
の
殘
る
經
典
書
寫
は
天
武
天
皇
十
五
年
（
六
八
六
）
の
『
金
剛
場
陀
羅
尼
經
』
と
さ

れ
、
長
屋
王
（
六
八
四
〜
七
二
八
）
の
『
大
般
若
經
』
發
願
經
は
和
銅
五
年
（
七
一
二
）
に
始
ま
る
。
そ
し
て
經
論
の
書
寫
が
本
格

的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
や
は
り
玄
昉
歸
朝
後
の
こ
と
と
言
え
る
。
中
國
と
朝
鮮
半
島
か
ら
日
本
に
佛
典
が
陸
續
と
も
た
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ら
さ
れ
、
そ
れ
を
書
寫
す
る
こ
と
は
大
き
な
功
德
と
な
り
、
ま
た
除
災
の
役

を
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
佛
典
の
書
寫
が
皇
族
を

中
心
と
し
て
國
家
的
事
業
と
し
て
進
め
ら
れ
た
。
光
明
皇
后
（
七
〇
一
〜
七
六
〇
）
に
よ
る
天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）
五
月
一
日
經
・

稱
德
天
皇
（
七
一
八
〜
七
七
〇
）
に
よ
る
神
護
景
雲
年
閒
（
七
六
七
〜
七
七
〇
）
の
一
切
經
書
寫
は
そ
の
一
部
が
現
存
す
る
一
切
經

と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
の
課
題
で
あ
る
眞
諦
三
藏
の
著
述
は
經
律
論
で
は
な
く
、
章
疏
と
い
う
分
類
に
入
る
が
、
章
疏

類
も
『
開
元
錄
』
に
基
づ
い
た
多
く
の
經
論
と
と
も
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
正
倉
院

書
に
は
そ
れ
ら
經
論
・
章
疏
の

書
寫
に
つ
い
て
紙
の
手
配
や
給
料
の
支
拂
い
な
ど
樣
々
な
記
錄
が
殘
さ
れ
て
お
り
、
眞
諦
三
藏
の
著
述
に
つ
い
て
も
典
籍
の
貸
借
に

關
係
す
る
記
錄
が
殘
る
。

　

次
に
い
わ
ゆ
る
鎌
倉
新
佛
敎
が
現
れ
る
以
前
か
ら
存
し
た
日
本
の
佛
敎
、
つ
ま
り
法
相
宗
・
華
嚴
宗
・
三
論
宗
、
お
よ
び
平
安
時

代
に
成
立
し
た
天
台
宗
と
眞
言
宗
に
お
け
る
經
論
・
章
疏
の
保
存
狀
況
に
つ
い
て
槪
括
的
に
述
べ
る
こ
と
で
眞
諦
三
藏
の
著
述
が
流

傳
し
た
背
景
を
描
い
て
み
た
い
。

　

古
代
寺
院
の
う
ち
、
目
錄
の
存
し
た
梵
釋
寺
は
桓
武
天
皇
（
七
三
七
〜
八
〇
六
）
に
よ
り
、
七
九
五
年
に
大
津
宮
の
北
方
の
滋
賀

に
建
立
さ
れ
た
寺
院
で
あ
る
。『
續
日
本
後
紀
』
に
よ
る
と
承
和
二
年
（
八
三
五
）
に
は
『
貞
元
釋
敎
目
錄
』
と
共
に
梵
釋
寺
の
目

錄
が
各
國
に
分
け
與
え
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る）

12
（

。
そ
の
目
錄
は
圓
珍
（
八
一
四
〜
八
九
一
）
の
殘
し
た
『
山
王
院
藏
書
目
錄
』
に

は
〔
四
八
八
〕『
滋
賀
南
梵
釋
寺
疏
錄
』
と
し
て
見
ら
れ
る
。
梵
釋
寺
の
目
錄
は
安
然
（
八
四
一
？
〜
九
一
五
？
）
の
『
諸
阿
闍
梨

眞
言
密
敎
部
類
總
錄
』No. 2176

に
も
か
な
り
の
頻
度
で
參
照
さ
れ
て
い
る
。
七
寺
藏
の
目
錄
も
梵
釋
寺
と
法
勝
寺
の
目
錄
を
參
照

し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
梵
釋
寺
は
古
代
に
お
け
る
多
く
の
章
疏
を
所
藏
し
た
代
表
的
な
寺
院
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
近
く
で
延
曆
寺
と
園
城
寺
が
台
頭
す
る
中
で
衰
微
し
、
目
錄
自
體
も
殘
念
な
が
ら
現
存
し
な
い
。
梵
釋
寺
に
は
三
論
宗
の
永

忠
（
七
四
三
〜
八
一
六
）
が
住
し
、
法
相
宗
の
常
騰
（
七
四
〇
〜
八
一
五
）
が
別
當
を
務
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
特
定
の
宗
に
所
屬

す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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一
般
に
、
寺
院
の
目
錄
は
そ
の
藏
書
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
擧
げ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
當
時
現
存
し
た
か
ど
う
か
を
確
認
す
る

に
は
、
以
下
に
檢
討
す
る
、
目
錄
を
集
成
し
た
諸
宗
章
疏
錄
や
『
東
域
傳
燈
目
錄
』
な
ど
よ
り
も
確
度
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。『
東

域
傳
燈
目
錄
』
は
梵
釋
寺
目
錄
を
參
照
し
て
、
眞
諦
三
藏
の
（
部
執
異
論
）「
義
記
四
卷
」
と
記
述
し
、
ま
た
『
大
小
乘
經
律
論
疏

記
目
錄
』
卷
下
は
梵
釋
寺
目
錄
を
參
照
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
。

『
諸
宗
章
疏
目
錄
』（
五
宗
錄
）
に
見
え
る
眞
諦
關
係
著
作

　

醍
醐
天
皇
（
八
八
五
〜
九
三
〇
）
の
時
代
に
勅
命
に
よ
っ
て
延

十
四
年
（
九
一
四
）
に
華
嚴
宗
・
天
台
宗
・
三
論
宗
・
法
相
宗
・

律
宗
の
五
宗
か
ら
目
錄
が
提
出
さ
れ
た
。
總
稱
し
て
『
諸
宗
章
疏
目
錄
』（
五
宗
錄
）
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
ら
は
以
下
に
檢
討
す
る

よ
う
に
當
時
現
存
し
た
も
の
を
擧
げ
る
と
い
う
よ
り
は
、
宗
と
し
て
所
藏
し
て
お
く
べ
き
章
疏
を
目
錄
と
し
て
擧
げ
た
も
の
と
い
え

る
。
そ
の
た
め
こ
れ
ら
の
目
錄
中
に
見
ら
れ
る
眞
諦
三
藏
の
著
述
が
當
時
日
本
に
存
在
し
た
こ
と
を
直
接
示
す
も
の
で
は
な
い
が
檢

討
し
て
お
く
（
以
下
の
部
數
・
卷
數
は
望
月
佛
敎
大
辭
典
に
よ
る
）。

『
華
嚴
宗
章
疏
竝
因
明
錄
』　

東
大
寺
圓
超　

實
數
一
八
八
部
一
三
九
六
卷

『
天
台
宗
章
疏
』　　
　
　
　

延
曆
寺
玄
日　

實
數
一
五
八
部
六
四
〇
卷

『
三
論
宗
章
疏
』　　
　
　
　

元
興
寺
安
遠　

六
九
部
三
四
七
卷

『
法
相
宗
章
疏
』　　
　
　
　

東
大
寺
平
祚　

一
六
九
部
九
五
六
卷

『
律
宗
章
疏
』　　
　
　
　
　

藥
師
寺
榮
穩　

六
二
部
五
三
五
卷

　

こ
の
う
ち
眞
諦
關
係
の
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
『
華
嚴
宗
章
疏
竝
因
明
錄
』
と
『
三
論
宗
章
疏
』
で
あ
る）

13
（

。
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三
論
宗

　

三
論
宗
の
『
三
論
宗
章
疏
』N

o. 2179

に
は
以
下
の
著
述
が
見
え
る
。

　

部
集
論
疏
十
卷
〈
或
四
卷　

眞
諦
述
〉（
大
正
五
五
・
一
一
三
八
上）

14
（

） 

414　

眞
諦
（「
或
四
卷
」
な
し
）

　

三
論
宗
は
そ
の
實
質
的
な
大
成
者
で
あ
る
吉
藏
が
眞
諦
三
藏
よ
り
名
前
を
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
よ
う
に
、
吉
藏
は
眞

諦
三
藏
の
著
作
を
し
ば
し
ば
參
照
し
て
い
る
。
そ
し
て
安
澄
・
珍
海
な
ど
の
日
本
三
論
宗
の
學
僧
は
直
接
な
い
し
孫
引
き
と
し
て
眞

諦
三
藏
の
逸

を
引
用
し
て
い
る
。『
部
集
論
疏
』
に
つ
い
て
は
後
に
檢
討
す
る
。

華
嚴
宗

　
『
華
嚴
宗
章
疏

因
明
錄
』N

o.2177

に
は
次
の
眞
諦
三
藏
關
係
の
著
述
が
見
出
せ
る
。

①
大
乘
起
信
論
玄

二
十
卷
〈
眞
諦
三
藏
述
〉 

 
 

29　

眞（
マ
マ
）譯

諦

②
大
品
玄

四
卷
〈
眞
諦
三
藏
述
〉 

 
 

 

31　

眞（
マ
マ
）譯

③
九
識
論
二
卷
〈
眞
諦
三
藏
述
〉　
（
大
正
五
五
・
一
一
三
三
上
） 

32　

眞
諦

④
如
實
論
疏
一
卷
〈
眞
諦
三
藏
述
〉 （
大
正
五
五
・
一
一
三
五
上
） 

177　

眞
諦
造

　

①
大
乘
起
信
論
玄

二
十
卷
・
②
大
品
玄

四
卷
・
③
九
識
論
二
卷
の
名
稱
は
揚
州
僧
智
愷
作
と
さ
れ
る
『
大
乘
起
信
論
序
』（
大

正
三
二
・
五
七
五
上
）
に
見
ら
れ
る）

15
（

。
し
か
し
こ
の

章
は
僞
作
と
さ
れ
、上
記
の
記
述
は
「
見
つ
か
り
次
第
に
そ
ろ
え
る
べ
き
も
の
」

と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。特
に
①
の
眞
諦
三
藏
撰
述
と
し
て
の
可
能
性
は
著
し
く
低
い（
望
月
信
亨〔
一
九
二
二
〕

二
〇
四
頁
）。
②
は
『
古
聖
敎
目
錄
』
に
「

557
大
品
般
若
玄

四
卷　

三
藏
眞
譯（

マ
マ
）諦

」
と
し
て
見
ら
れ
る
。『
東
域
傳
燈
目
錄
』
に
「
東

寺
」
と
し
て
參
照
さ
れ
る
の
は
東
大
寺
の
目
錄
で
、
東
大
寺
は
鎌
倉
時
代
期
ま
で
は
三
論
宗
お
よ
び
華
嚴
宗
と
關
係
が
深
か
っ
た
。
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法
相
宗

　

玄
奘
・
基
を
正
系
と
す
る
日
本
の
法
相
宗
は
系
統
と
し
て
眞
諦
三
藏
と
は
直
接
關
係
は
な
い
。
眞
諦
三
藏
の
逸

集
成
の
成
果
で

は
、
慧
沼
が
『
金
光
明
經
疏
』
を
、
圓
測
が
『
解
節
經
疏
』
を
多
く
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
法
相
宗
は
日
本
古
代
に
お

い
て
最
も
隆
盛
を
極
め
た
宗
派
で
あ
っ
た
か
ら
、
敎
理
的
な
つ
な
が
り
の
み
で
は
な
く
そ
の
財
力
を
賴
ん
で
眞
諦
三
藏
の
著
述
を
蒐

集
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
平
安
時
代
前
期
・
中
期
頃
に
作
成
さ
れ
た
法
相
宗
系
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
『
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目

錄
』（
現
・
法
金
剛
院
藏）

16
（

）
に
は
以
下
の
眞
諦
三
藏
の
著
作
が
見
出
さ
れ
る
。

『
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
錄
』

卷
上

245　

金
光
明
經
疏
七
卷　

眞（
マ
マ
）淨　

744　

如
實
論
疏
二
卷　

眞
諦　

八
十
九
紙

卷
下

58　

明
了
論
疏
四
卷　

三
藏
眞
諦
撰　

卅

76　

俱
舍
論
疏
一
部
卅
卷　

眞
諦
三
藏　

千
二
百

104　

部
執
異
論
義
記
四
卷　

眞
諦　

二
百
卌
九

722　

如
實
論
疏
二
卷　

眞
諦
師　

五
十
九

　

本
目
錄
は
法
隆
寺
と
推
定
さ
れ
る
寺
院
の
藏
書
目
錄
と
考
え
ら
れ
、
上
記
の
著
述
は
紙
數
も
と
も
に
記
さ
れ
る
な
ど
當
時
存
在
し

た
可
能
性
が
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
明
了
論
疏
』
と
『
俱
舍
論
疏
』
の
紙
數
の
擧
げ
方
に
は
疑
問
が
殘
る
（
後
述
）。
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天
台
宗
と
眞
言
宗

　

天
台
宗
と
眞
言
宗
は
平
安
時
代
に
入
り
成
立
し
た
宗
派
で
あ
り
、
先
に
述
べ
た
三
論
宗
・
華
嚴
宗
・
法
相
宗
よ
り
も
新
し
く
成
立

し
た
。
兩
者
と
も
最
澄
と
空
海
の
沒
後
は
密
敎
化
が
著
し
く
進
み
、
勢
力
が
よ
う
や
く
確
立
す
る
平
安
中
期
ご
ろ
よ
り
顯
敎
敎
理
の

硏
究
が
進
む
よ
う
に
な
る
。
敎
理
硏
究
と
竝
行
し
て
平
安
中
期
以
降
、
天
台
・
眞
言
寺
院
は
多
く
の
顯
教
佛
典
を
蒐
集
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
天
台
・
眞
言
の
敎
理
と
眞
諦
三
藏
と
は
直
接
關
係
す
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
た
め
、
眞
諦
三
藏
の
著

作
が
目
錄
に
現
れ
、
書
寫
さ
れ
た
可
能
性
は
極
め
て
少
な
い
と
言
え
る
。

　

天
台
宗
關
係
の
藏
書
が
所
藏
さ
れ
る
經
藏
と
し
て
は
比
叡
山
延
曆
寺
の
そ
れ
が
根
本
で
あ
り
、『
東
域
傳
燈
目
錄
』
に
よ
る
と
か

つ
て
存
在
し
た
比
叡
山
首
楞
嚴
院）

17
（

・
吉
祥
院
の
目
錄
に
は
眞
諦
三
藏
の
『
部
執
異
論
疏
』
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
元
龜
二
年

（
一
五
七
一
）
の
織
田
信
長
に
よ
る
燒
き
討
ち
に
よ
り
、
延
曆
寺
の
經
藏
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

ま
た
寺
門
派
の
園
城
寺
（
三
井
寺
）
は
山
門
派
の
延
曆
寺
と
の
抗
爭
な
ど
の
中
で
何
度
も
兵
火
に
か
か
り
、
多
く
の

獻
が
失
わ

れ
た
。
そ
の
た
め
、
天
台
宗
系
と
し
て
は
比
叡
山
の
周
圍
に
存
す
る
門
跡
寺
院
に
貴
重
な

獻
が
殘
さ
れ
て
お
り
、
靑
蓮
院
の

吉き
っ
す
い
ぞ
う

水
藏
は
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
台
密
の

獻
を
中
心
に
多
く
所
藏
し
て
お
り
、
近
年
目
錄
が
刊
行
さ
れ
た
が
そ
の
中
に
眞
諦
三
藏
の

著
述
は
見
當
た
ら
な
い
。

　

た
だ
吉
水
藏
に
は
圓
珍
の
弟
子
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
圓
珍
の
藏
書
目
錄
（『
山
王
藏
目
錄
』
延
長
三
年

（
九
二
五
）
書
寫
）
が
所
藏
さ
れ
、
そ
の
中
に
見
え
る
六
卷
一
帙
の
『
金
光
明
經
疏）

18
（

』
は
著
者
名
が
記
さ
れ
な
い
な
が
ら
も
眞
諦
三

藏
の
著
作
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
天
台
智
顗
說
・
灌
頂
錄
の
『
金
光
明
經
玄
義
』『
金
光
明
經

句
』
は
し
ば
し

ば
眞
諦
三
藏
の
著
作
を
參
照
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
天
台
宗
の
圓
珍
が
眞
諦
三
藏
の
『
金
光
明
經
疏
』
を
所
藏
し
て
い
た
可
能
性
が

あ
る
。

　

他
に
天
台
宗
の
門
跡
寺
院
と
し
て
は
曼
殊
院
の
目
錄）

19
（

も
あ
る
が
管
見
の
か
ぎ
り
、
眞
諦
三
藏
の
著
作
は
含
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
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あ
る
。

　

一
方
、
眞
言
宗
寺
院
に
所
藏
さ
れ
る
佛
敎

獻
は
附
法
次
第
・
印
信
と
い
っ
た
密
敎
關
連
の
も
の
が
大
半
と
な
っ
て
い
る
。
い
わ

ゆ
る
顯
敎

獻
は
中
世
に
東
寺
・
醍
醐
寺
な
ど
の
學
問
僧
に
よ
っ
て
多
く
書
寫
さ
れ
た
が
、
眞
言
宗
は
眞
諦
三
藏
と
直
接
の
關
係
が

薄
い
こ
と
か
ら
眞
言
宗
寺
院
に
お
い
て
眞
諦
三
藏
の
著
作
を
見
出
す
の
は
難
し
い
印
象
を
受
け
る
。

　

そ
の
他
に
古
代
末
期
に
作
ら
れ
た
法
勝
寺
は
白
河
天
皇
（
一
〇
五
三
〜
一
一
二
九
）
に
よ
り
造
營
さ
れ
た
八
角
九
重
大
塔
を
備
え
た

巨
大
な
寺
院
で
院
政
期
に
隆
盛
を
極
め
た
が
、
應
仁
の
亂
以
後
は
全
く
衰
微
し
た
。
そ
の
目
錄
と
さ
れ
る
も
の
が
七
寺
に
存
在
す
る
。

　

以
上
、
古
代
日
本
の
佛
敎
に
お
け
る
章
疏
の
保
存
狀
況
を
槪
觀
し
て
き
た
。
例
外
は
存
す
る
も
の
の
、
一
般
的
に
日
本
に
お
け
る

佛
典
の
保
存
は
寺
院
や
宗
派
の
盛
衰
に
よ
っ
て
①
保
持
さ
れ
續
け
る
も
の
、
②
失
わ
れ
て
い
く
も
の
が
あ
る
と
言
え
る
。
眞
諦
三
藏

の
著
述
は
古
代
に
お
い
て
日
本
に
傳
來
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、そ
の
後
、眞
諦
三
藏
を
直
接
重
視
す
る
宗
派
が
存
在
し
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
、
書
寫
の
重
要
性
が
低
く
、
古
代
寺
院
が
衰
微
す
る
と
と
も
に
、
古
代
に
日
本
に
傳
わ
っ
た
眞
諦
三
藏
の
著
作
は
失
わ

れ
て
い
っ
た）

20
（

と
言
え
、
天
台
・
眞
言
兩
宗
に
お
い
て
は
眞
諦
三
藏
の
著
作
は
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
の
で
、
そ
れ
以

後
書
寫
そ
し
て
保
持
さ
れ
て
き
た
可
能
性
は
低
い
と
言
え
る
。

『
東
域
傳
燈
目
錄
』

　

寛
治
八
年
（
一
〇
九
四
）
に
永
超
（
一
〇
一
四
〜
九
五
）
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
『
東
域
傳
燈
目
錄
』No.2183

は
永
超
が
實
見
し
、

當
時
日
本
に
存
在
し
た
經
論
・
章
疏
を

羅
し
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い）

21
（

。
し
か
し
眞
諦
三
藏
の
著
作
に
注
目
し
た
際

に
は
「
未
だ
其
の
本
を
見
ず
」「
見
行
せ
ず
」
な
ど
と
永
超
が
實
見
し
な
か
っ
た
こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
華
嚴
關
係

の
典
籍
な
ど
を
見
て
も
、『
東
域
傳
燈
目
錄
』
は
そ
れ
ま
で
の
目
錄
を
集
成
す
る
こ
と
が
目
的
で
、
永
超
が
全
て
を
實
見
し
た
も
の

と
は
言
え
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
以
下
は
『
東
域
傳
燈
目
錄
』
に
見
え
る
眞
諦
三
藏
の
著
述
で
あ
る
。
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①
（
大
品
般
若
經
）
同
經
玄

四
卷
〈
眞
諦
三
藏
撰
〉（
大
正
五
五
・
一
一
四
七
中
）　　

七
オ
３）

22
（

②
（
金
剛
般
若
經
）
同
本
記
四
卷
〈
眞
諦
三
藏
出
。
未
見
其
本
〉（
同
・
一
一
四
七
下
）　

八
ウ
４

③
仁
王
般
若
疏
六
卷
〈
眞
諦
三
藏
撰
。
不
見
行
。
諸
疏
云
本
記
〉（
同
・
一
一
四
八
中
）　　

一
〇
オ
２

④
（
觀
普
賢
經
）
同
經
本
記
一
卷
〈
眞
諦
撰
。
未
見
所
載
。
不
傳
〉（
同
・
一
一
五
三
中
）　

三
一
オ
４

⑤
（
金
鼓
經
）
同
經
義
疏
七
卷
〈
內
題
云
、
金
光
明
經

句
七
卷
。
眞
諦
三
藏
法
師
〉（
同
・
一
一
五
三
中
）　

三
一
ウ
８

⑥
唯）

23
（

識
論
疏
一
卷
〈
西
明
疏
云
、
二
卷
、
眞
諦
三
藏
撰
。
案
西
明
云
、
瞿
波
論
師
義
疏
二
卷
、
眞
諦
譯）

24
（

、
可
入
論
部
。
但
未
度

歟
。
前
論
古
本
。
又
有
菩
提
留
支
記）

25
（

〉（
同
・
一
一
五
七
下
）　

四
六
オ
８
―
四
七
ウ
１

⑦
大
乘
起
信
論
玄

二
十
卷
〈
眞
諦）

26
（

〉（）
27
（

同
・
一
一
五
八
下
）　

四
九
ウ

⑧
如
實
論
疏
一）

28
（

卷
〈
眞
諦
三
藏
造
。
圓
超
錄
云
、
二
卷）

29
（

〉（
同
・
一
一
五
九
下
）　

五
二
オ
３

⑨
部
異
執
論
疏
十
卷
〈
眞
諦
或
成
四
卷
、
梵
釋
寺
・
東
寺
云
、
義
記
四
卷
、
叡
山
楞
嚴
院
・
吉
祥
院）

30
（

、
四
卷
・
十
卷
本
俱
有
〉（
同
・

一
一
六
〇
下
）　

五
五
ウ
６

⑩
同
古
譯
論
記
五
十
卷
〈
眞
諦
俱
舍
釋
論
。
內
典
錄
第
五
云
、
俱
舍
論
疏
六
十
卷）

31
（

。
周
武
帝
世
西
天
竺
優
禪
尼
國
三
藏
法
師
拘

那
羅
陀
云
云
〉（
同
・
一
一
六
一
中
）　

五
七
オ
６‒

７

　

こ
の
う
ち
、

面
か
ら
判
斷
す
る
と
、
永
超
自
身
が
實
見
し
た
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
①
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
で
あ
る
。
⑤
は
「
內
題
」

と
ま
で
言
っ
て
い
る
の
で
、
本
の
內
題
ま
で
は
實
見
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
內
題
が
「
金
光
明
經

句
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

疑
念
が
殘
る
が
、
正
倉
院

書
と
併
せ
て
考
え
て
み
る
と
日
本
に
存
在
し
た
可
能
性
は
高
い
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
①
は
『
古
聖

敎
目
錄
』、⑧
は
『
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
錄
』
と
い
っ
た
寺
院
目
錄
に
見
え
、そ
れ
ぞ
れ
か
つ
て
日
本
に
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

⑧
⑨
は
他
の
目
錄
を
擧
げ
て
檢
討
し
て
い
る
。
②
③
④
に
つ
い
て
は
實
見
し
て
い
な
い
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
⑦
に
つ
い
て
は
既
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述
の
と
お
り
、
そ
も
そ
も
存
し
な
い
が
、
諸
宗
目
錄
に
は
擧
げ
ら
れ
て
い
た
。
⑩
に
つ
い
て
は
後
で
檢
討
す
る
。

　

結
果
、
以
上
の
十
點
の
眞
諦
著
作
に
關
し
て
、
永
超
は
寺
院
目
錄
や
五
宗
錄
を
參
照
し
て
記
述
し
た
と
推
測
さ
れ
る
が
實
見
し
た

も
の
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
①
⑤
⑧
⑨
は
他
の
目
錄
と
比

し
た
際
に
か
つ
て
日
本
に
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
と
言
え
る
。

『
新
編
諸
宗
敎
藏
目
錄
』（
大
正
藏N

o. 2184

）
に
見
え
る
眞
諦
關
係
著
作

　
『
新
編
諸
宗
敎
藏
目
錄
』
は
高
麗
の
義
天
（
一
〇
五
五
〜
一
一
〇
一
）
が
一
〇
九
〇
年
に
撰
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
望
月
佛
敎
辭

典
は
『
新
編
諸
宗
敎
藏
目
錄
』
に
つ
い
て
「
高
麗
に
見
在
せ
し
支
那
及
び
朝
鮮
撰
述
の
佛
典
書
目
を
錄
出
せ
し
も
の
」
と
し
て
い
る

が
福
士
慈
稔
〔
二
〇
〇
八
〕
一
〇
〇
六
頁
は
同
目
錄
の
朝
鮮
僧
の
著
述
で
卷
數
が
指
摘
さ
れ
な
い
例
が
多
い
こ
と
か
ら
同
目
錄
が
藏

書
錄
で
は
な
い
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
以
下
に
『
新
編
諸
宗
敎
藏
目
錄
』
に
見
ら
れ
る
眞
諦
三
藏
に
關
係
す
る
著
述
を
擧
げ
て

お
く
。
大
正
藏
の
後
の
數
字
は
高
山
寺
藏
の
影
印
寫
眞
の
番
號
で
、
併
せ
て

字
の
異
同
も
記
述
す
る
。

卷
上（

金
光
明
經
）
疏
六
卷　

眞
諦
述
（
大
正
五
五
・
一
一
七
〇
上
）　　
　
　
　
　
　

 

第
13
張
382

（
金
剛
般
若
經
）

記
二
卷
〈
或
一
卷
〉　

眞
諦
述
（
大
正
五
五
・
一
一
七
〇
下
）　

第
15
張
421

無
上
依
經　

疏
四
卷　

亡
名
（
大
正
五
五
・
一
一
七
一
中
）　　
　
　
　
　
　
　
　

第
17
張
495

卷
中

律
二
十
二
明
了
論
義
記
五
卷　

眞
諦
述
（
大
正
五
五
・
一
一
七
四
中
）　　
　
　
　

第
4
張
106
「
義
紀
」

卷
下

九
識
章
三
卷　

眞
諦
述
（
大
正
五
五
・
一
一
七
七
下
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
15
張
392
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『
新
編
諸
宗
敎
藏
目
錄
』
に
は
『
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
錄
』
卷
下
（
58　

明
了
論
疏
四
卷　

三
藏
眞
諦
撰　

卅
）
に
も
見
ら
れ
る

『
明
了
論
』
の
注
釋
書
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
『
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
錄
』
の
四
卷
で
四
十
紙
と
す
る
記
述
は
量
と
し
て

は
少
な
す
ぎ
る
點
で
問
題
が
あ
る
。
眞
諦
三
藏
の
『
明
了
論
疏
』
の
逸

の
多
く
は
中
國
の
『
四
分
律
』
の
注
釋
に
見
ら
れ
る
。

　
『
新
編
諸
宗
敎
藏
目
錄
』
は
全
般
に
著
者
名
が
不
明
の
も
の
も
多
く
載
せ
ら
れ
て
お
り
、『
無
上
依
經
疏
』
も
「
亡
名
」
と
さ
れ
て

い
る
。『
無
上
依
經
疏
』
四
卷
は
『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
九
（
大
正
四
九
・
八
八
上
）・『
大
唐
內
典
錄
』
卷
五
（
大
正
五
五
・
二
七
三
下
）

に
眞
諦
の
著
述
と
し
て
擧
げ
ら
れ
て
い
る
。『
無
上
依
經
疏
』
の
著
者
と
し
て
眞
諦
以
外
に
は
想
定
し
に
く
く
、
こ
こ
で
は
一
つ
の

流
傳
形
態
と
し
て
參
考
ま
で
に
擧
げ
て
お
く
。

二　

正
倉
院

書

　

以
下
に
正
倉
院

書
に
見
出
せ
る
眞
諦
三
藏
の
著
述
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
正
倉
院

書
は
古
代
日
本
の
寫
經
の
狀
況
を

傳
え
る

獻
と
し
て
貴
重
で
あ
り
、
眞
諦
三
藏
の
著
述
の
記
述
を
檢
討
し
、
併
せ
て
目
錄
の
記
述
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

『
九
識
義
』（
奈
良
朝
一
四
〇
七
） 

　
『
九
識
義
』
は
眞
諦
三
藏
に
獨
自
の
敎
理
で
あ
る
「
阿
摩
羅
識
」
に
つ
い
て
述
べ
た

獻
と
考
え
ら
れ
る
。『
大
日
本
古

書
』
に

は
「
九
識
論
」
と
い
う
名
稱
で
見
出
さ
れ
る
。

『
大
日
本
古

書
』
十
二
―
五
五
三
（
天
平
勝
寶
五
年
（
七
五
三
）
五
月
七
日
）

○
未
寫
經
律
論
集
目
錄
の
「
大
乘
論
」
の
項
目

　

…
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（
擦
消
ノ
上
ニ
書
セ
リ
）

十
地
論
十
二
卷
〈
天
親
菩
薩
造
〉
十
住
論
十
卷
〈
龍
樹
菩
薩
造
羅
什
三
藏
譯
〉

九
識
論
二
卷
〈
眞
諦
三
藏
〉
華
嚴
論
六
百
卷
〈
劉
謙
之
造
〉
華
嚴
論
一
百
卷
〈
後
魏
釋
靈
辨
造
〉

　
　

…

　

上
記
の
五
點
は
い
ず
れ
も
華
嚴
宗
に
關
係
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
華
嚴
論
一
百
卷
は
六
十
五
卷
（『
大
日

本
古

書
』
十
七
―
二
十
、一
三
二）

32
（

）
な
い
し
、
五
十
卷
（
缺
二
卷
）（『
大
日
本
古

書
』
十
一
―
五
六
四）

33
（

）
は
目
錄
の
記
錄
か
ら

日
本
に
當
時
現
存
し
た
と
見
ら
れ
る
。「
華
嚴
論
六
百
卷
」
は
も
と
も
と
名
稱
の
み
の
存
在
と
考
え
ら
れ
る
に
も
關
わ
ら
ず
、
後
世
、

『
華
嚴
宗
章
疏

因
明
錄
』
に
「
華
嚴
論
六
百
卷
〈
北
齊
劉
謙
之
述
〉・
華
嚴
論
百
卷
〈
見
行
止
五
十
卷
。
後
魏
靈
辨
述
〉」（
大
正

五
五
・
一
一
三
三
上
）、『
東
域
傳
燈
目
錄
』
華
嚴
部
冒
頭
に
「
華
嚴
論
六
百
卷
〈
劉
謙
之
造
。
出
傳）

36
（

。
謙
之
二
字
名
也
。
傳
者
華
嚴

傳
也
。
五
卷
藏
師
撰
〉・
同
論
百
卷
〈
後
魏
沙
門
釋
靈
辨
造
。
出
傳
。
見
行
上
五
十
卷
〉」（
大
正
五
五
・
一
一
四
五
下
）
と
見
ら
れ
る
。

　

當
時
、
天
平
勝
寶
四
年
（
七
五
二
）
に
は
、
東
大
寺
大
佛
が
造
立
さ
れ
、
天
平
勝
寶
八
年
（
七
五
六
）
に
は
東
大
寺
に
聖
武
天
皇

（
七
〇
一
〜
七
五
六
）
の
遺
品
が
收
め
ら
れ
て
い
る
。
南
都
六
宗
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
る
六
宗
の
初
見
は
天
平
勝
寶
三
年
（
七
五
一
）

と
さ
れ
、
華
嚴
宗
は
そ
れ
以
外
の
五
宗
に
加
わ
る
形
で
最
後
に
加
わ
っ
た
。
こ
の
當
時
華
嚴
宗
で
は
良
弁
（
六
八
九
〜
七
七
四
）
が

中
心
と
な
っ
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り）

37
（

、
こ
の

書
は
良
弁
が
東
大
寺
に
集
め
よ
う
と
し
た
「
未
寫
經
」
の
目
錄
と
い
っ
て
も

大
き
く
は
推
測
を
離
れ
な
い
だ
ろ
う
。「
華
嚴
論
六
百
卷
」
が
現
存
し
な
い
の
と
同
樣
、
こ
こ
の
「
九
識
論
二
卷
」
の
記
述
は
『
九

識
論
』
が
當
時
現
存
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
集
め
る
べ
き
も
の
の
一
つ
と
し
て
擧
げ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

九
〇
一
年
の
『
華
嚴
宗
章
疏

因
明
錄
』
唐
書
の
項
に
は
「
九
識
論
二
卷
〈
眞
諦
三
藏
述
〉」（
大
正
五
五
・
一
一
三
三
上
）
と
見

ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
「
華
嚴
論
六
百
卷
」
と
同
樣
に
集
め
る
べ
き
も
の
を
擧
げ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。『
新
編
』
下
に
は
「
九
識
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章
三
卷　

眞
諦
述
」（
大
正
五
五
・
一
一
七
七
下
）
と
見
え
、
こ
れ
は
同
書
を
三
卷
本
と
す
る
唯
一
の
記
述
で
あ
る
。

『
解
節
經
疏
』（
奈
良
朝
一
九
八
五
）

　
『
解
節
經
疏
』
は
圓
測
の
『
解
深
密
經
疏
』
に
「
眞
諦
記
」
と
し
て
多
く
引
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

『
大
日
本
古

書
』
三
―
三
一
九
―
三
二
〇
（
天
平
勝
寶
元
年
（
七
四
九
））（
影
印
・
續
修
別
修
第
六
卷
1
） 

「
造
東
大
寺
司
牒
」

造
東
大
寺
司　

牒
永
金
大
德
御
房

　

解
節
經
疏
一
部
〈
眞
諦
三
藏
造
者
〉

　

解
深
密
經
疏
二
部
〈
側

（
マ
マ
）法）
38
（

師
及
令
因
師
造
者
〉

　

成
唯
識
論
燈
一
部
〈
惠（

マ
マ
）照

法
師
造
者
〉

　
　

牒
、
爲
本
將
寫
、
件
本
難
得
、
今
承
有
房
裏
、
奉
請
如
前
、
乞
察
此
旨
、
分
付
此
使
、
不
令
損
失
、
了
卽
奉
返
、
故
牒
、

　
　
　

天
平
勝
寶
元
年
九
月
九
日

　

右
の
記
述
の
う
ち
、「
側
法
師
」
は
「
圓
測
」、「
惠
照
」
は
「
慧
沼
」
で
あ
ろ
う
。

章
の
大
意
は
「
書
寫
の
た
め
に
、
上
記
の

四
部
が
得
難
い
の
が
、
あ
な
た
の
所
に
あ
る
と
お
聞
き
し
ま
し
た
の
で
、
以
前
と
同
樣
に
（
借
り
受
け
る
こ
と
を
）
要
請
い
た
し
ま

す
。
こ
の
意
圖
を
お
く
み
に
な
り
、
こ
の
使
い
の
者
に
お
渡
し
く
だ
さ
い
。
損
失
さ
せ
る
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
終
わ
れ
ば
た
だ

ち
に
返
却
い
た
し
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
永
金
大
德
は
他
の

書
か
ら
圓
測
の
『
解
深
密
經
疏
』（『
大
日
本
古

書
』

十
一
―
四
十
、二
四
―
五
一
〇
）
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
眞
諦
の
『
解
節
經
疏
』
に
つ
い
て
の
記
錄
は
他
に
見

ら
れ
な
い
。
石
田
茂
作
〔
一
九
三
〇
〕
九
七
頁
は
同
記
錄
を
も
っ
て
存
在
し
た
と
見
な
し
て
い
る
。
た
だ
實
際
に
借
り
受
け
た
こ
と
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を
示
す

書
で
は
な
く
、
要
請

書
で
あ
る
か
ら
永
金
が
眞
諦
三
藏
の
『
解
節
經
疏
』
を
實
際
に
所
藏
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
分
か

ら
な
い
。
ち
な
み
に
永
金
は
他
に
『
莊
嚴
論
疏
』・
圓
測
『
仁
王
經
疏
』
三
卷
（『
大
日
本
古

書
』
十
二
―
一
〇
、一
七
）
を
所
有

し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

本
論

で
檢
討
し
た
諸
目
錄
に
は
令
因
・
圓
測
・
玄
範
・
元
曉
・
璟
興
の
『
解
深
密
經
疏
』
を
見
出
せ
る
が
眞
諦
三
藏
の
『
解
節

經
疏
』
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

『
金
光
明
經
疏
』（
奈
良
朝
一
九
九
〇
、一
九
九
一
）

　

眞
諦
三
藏
の
『
金
光
明
經
疏
』
は
智
顗
說
・
灌
頂
錄
『
金
光
明
經
玄
義
』『
金
光
明
經

句
』
お
よ
び
慧
沼
『
金
光
明
最
勝
王
經
疏
』

に
逸

が
多
く
殘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
點
で
先
に
見
た
圓
珍
の
『
山
王
院
藏
目
錄
』、
法
相
宗
系
の
『
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
錄
』

に
眞
諦
三
藏
の
『
金
光
明
經
疏
』
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
天
台
・
法
相
の
注
釋
書
と
關
連
が
あ
る
た
め
と
も
思
わ
れ
る
。

『
大
日
本
古

書
』
十
二
―
三
八
〇
（
天
平
勝
寶
四
年
（
七
五
二
）
十
月
廿
二
日
）

○
奉
請
經
論
疏
目
錄

　

…

　
　
　
　
　

八
卷
金
鼓
經
疏
元
曉

　

金
鼓
經
疏
十
五
卷）

39
（

「
請
」
音
義
一
卷

　
　
　
　
　

七
卷
金
光
明
經
疏
眞（

マ

淨マ
）

三
藏

　

…
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こ
こ
の
「
眞
淨
三
藏
」
は
「
眞
諦
三
藏
」
で
あ
ろ
う
。
七
卷
の
『
金
光
明
經
疏
』
は
『
古
聖
敎
目
錄
』
に
「
691　

金
光
明
經
疏
七

卷　

眞（
マ
マ
）譯

」）
40
（

と
見
え
、
ま
た
『
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
錄
』
卷
上
に
は
「
245　

金
光
明
經
疏
七
卷　

眞（
マ
マ
）淨　

二
百
八
十）

41
（

」
と
見
え
、

奈
良
時
代
の
記
述
の
誤
り
が
後
代
ま
で
影

を
與
え
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
金
鼓
經
疏
』
は
十
五
卷
で
傳
わ
っ
て
い
た
が
、

元
曉
の
注
釋
八
卷
と
眞
諦
三
藏
の
注
釋
七
卷
が
合
わ
さ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

『
大
日
本
古

書
』
十
七
―
一
三
二
（
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
十
一
月
十
日
）（
同
一
二
九
參
考
）

奉
寫
一
切
經
司
牒　

造
東
大
寺
司

　

…

　

諸
經
論
序

翻
譯
時
節
一
卷　
　
　

金
鼓
經
疏
一
部
八
卷

　

思
益
梵
天
所
問
經
疏
一
部
二
卷　
　

金
光
明
經
疏
一
部
七
卷
「
別
」

　

…
…

　

右
五
十
部
「
二
百
五
十
」
卷
「
審
詳
師
」
見
一
百
六
十
卷

　

右
の

書
は
一
切
經
書
寫
の
た
め
に
、
圖
書
寮
・
審
詳
師
・
水
主
內
親
王
の
藏
書
か
ら
借
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
神
護
景
雲
年

閒
に
は
、
道
鏡
（
？
〜
七
七
二
）
が
稱
德
天
皇
（
七
一
八
〜
七
七
〇
）
の
庇
護
の
下
、
一
切
經
書
寫
の
事
業
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
、
そ
の
校
合
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
別
」
と
い
う
字
は
當
該

書
に
は
他
の
用
例
が
な
い
が
、
上
引

の
『
大
日
本
古

書
』
十
二
―
三
八
〇
を
參
照
す
れ
ば
、
十
五
卷
が
一
ま
と
ま
り
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
八
卷
と
七
卷
の
別
に
し
た

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
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『
大
日
本
古

書
』
十
七
―
一
三
九
（
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
十
一
月
十
日
）

奉
一
切
經
所
牒　

造
東
大
寺
司
及
三
綱
所

　

…

　

金
光
明
經
疏
一
部
七
卷
〈
眞
帝
抄
〉　

…

　
「
眞
帝
」
は
『
大
日
本
古

書
』
の
頭
注
の
と
お
り
「
眞
諦
」
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
周
圍
に
比
べ
て
上
に
「
、」
の
印
（
現
存

を
確
認
し
た
も
の
？
）
が
な
い
點
は
注
意
さ
れ
る
。
ま
た
「
抄
」
の
字
は
類
例
が
周
圍
に
な
い
の
で
理
解
し
が
た
い
が
、
下
記
の

書
で
現
存
五
卷
、
缺
二
卷
と
あ
る
の
と
關
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
大
日
本
古

書
』
二
四
―
五
〇
九
（
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
七
月
九
日
）（
影
印
・
塵
芥

書
第
二
四
卷
裏
5
）

○
經
疏
本
出
入
帳
案

　

牒　
　
　

書
之
司

　

金
光
明
經
疏
合
三
部
〈
一
部
八
卷
元
曉
師
選
一
□
□
興
□
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
部
七
卷
眞
諦
三
藏
見
在
五
卷
缺
二
卷
〉

　

右
、
蒙
大
德
宣）

42
（

云
、
應
寫
彼
司
者
、
注
狀
申
送
如
前
、

　
（
異
筆
、
下
同
ジ
）「
紙
无
不
寫
、
如
員
返
送
如
前
、
使
僧
貴
安）

43
（

八
月
四
日
知
他
田
水
主
」

　

右
の

書
で
は
眞
諦
の
『
金
光
明
經
疏
』
七
卷
本
の
う
ち
、
二
卷
は
缺
い
て
い
る
が
五
卷
が
見
在
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。『
大

日
本
古

書
』
の
眞
諦
著
作
に
關
す
る
記
述
の
中
で
は
、
當
時
存
在
し
て
い
る
も
の
を
實
見
し
た
可
能
性
が
最
も
高
い
こ
と
を
う
か
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が
わ
せ
る

書
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
合
三
部
」
あ
り
、
元
曉
と
眞
諦
以
外
の
一
部
は
『
大
日
本
古

書
』「
一
□
□
興
□
□
」、
お
そ

ら
く
憬
興
の
も
の）

44
（

に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
影
印
で
は
「
一
□
□
興
□
□
」
が
確
認
し
が
た
い
。

　

ま
た
日
本
に
お
い
て
眞
諦
『
金
光
明
經
疏
』
七
卷
と
元
曉
『
金
鼓
經
疏
』
八
卷
が
同
時
に
扱
わ
れ
て
い
る
現
象
は
、願
曉
等
集
『
金

光
明
最
勝
王
經
玄
樞
』（
大
正
五
六
・
五
〇
一
下
、
五
六
六
下
）
に
も
見
ら
れ
る
。
以
上
見
た
よ
う
に
、
眞
諦
『
金
光
明
經
疏
』
に
は

六
卷
と
七
卷
の
二
つ
の
系
統
が
あ
る
。

『
金
剛
般
若
經
記
』
奈
良
朝
二
〇
四
八）

45
（

 

『
新
編
』
上

　
（
金
剛
般
若
經
）

記
二
卷
〈
或
一
卷
〉　

眞
諦
述
（
大
正
五
五
・
一
一
七
〇
下
）

『
東
域
傳
燈
目
錄
』

　
（
金
剛
般
若
）
同
本
記
四
卷
〈
眞
諦
三
藏
出
。
未
見
其
本
〉（
大
正
五
五
・
一
一
四
七
下
）

『
古
聖
敎
目
錄
』

626　

金
剛
般
若
記
四
卷　

眞
諦

　

諸
目
錄
に
よ
れ
ば
、
眞
諦
の
『
金
剛
般
若
經
』
に
對
す
る
註
釋
は
四
卷
・
二
卷
・
一
卷
の
三
つ
の
系
統
が
あ
る
。
以
下
に
見
る
『
大

日
本
古

書
』
で
は
一
卷
と
二
卷
の
『
金
剛
般
若
經
記
』
が
見
ら
れ
る
が
著
者
名
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
七
寺
藏
『
古
聖
敎
目
錄
』

に
よ
る
と
憬
興
に
「
644
金
剛
般
若
記
上
下
二
卷
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
（
憬
興
『
金
剛
般
若
記
』
は
こ
れ
以
外
の
記
錄
で
は
未

詳
）、
同
名
の
も
の
と
し
て
他
に
「
678
金
剛
般
若
記
一
卷　

大
悲
集
」
が
あ
る
。
そ
の
た
め
『
大
日
本
古

書
』
に
見
え
る
『
金
剛

般
若
記
』
が
眞
諦
三
藏
の
も
の
と
は
確
證
で
き
な
い
が
、『
新
編
』
に
二
卷
の
眞
諦
三
藏
の
「

記
」
が
見
え
る
た
め
、
こ
こ
で
資

料
と
し
て
擧
げ
て
お
く
。『
新
編
』
に
は
「
或
一
卷
」
と
あ
る
が
、『
大
日
本
古

書
』
の
書
寫
記
錄
の
上
卷
の
紙
數
が
十
五
と
少
な
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く
、
下
卷
と
と
も
に
一
卷
に
ま
と
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
え
る
。（
十
二
―
五
三
八
に
計
四
十
七
紙
と
見
え
る
）

『
大
日
本
古

書
』
十
一
―
三
一
八
（
天
平
勝
寶
二
年
（
七
五
〇
）
七
月
一
日
）

古
市
淨
人

已
上
金
明
經
疏
第
六
卷
料　

正
月
廿
三
日
〈《
廿
》〈
十
〉
六
〉
廿
七
日
〈
廿
已
上
第
七
卷
料
用
廿
七　

反
上
九
〉
四
月
六
日
〈
廿
〉

十
二
月
十
四
日
〈
廿
〉
廿
六
日
〈
充
筆
寫
藥
師
經
紙
九
十
一
張　

已
上
金
剛
般
若
經
記
上
卷
料
用
十
五
張　

反
上
五
〉　

…

『
大
日
本
古

書
』
十
二
―
三
六
〇
（
天
平
勝
寶
四
年
（
七
五
二
）
八
月
三
十
日
）

四
月
廿
九
日
充
春
日
虫
麻
呂

合
《
十
八
》〈
廿
〉
卷　

用
六
百
九
十
二
張

…大
乘
三
性
義
一
卷　

金
光
明
經
纂
決
二
卷　

金
剛
般
若
經
記
一
卷

金
光
明
經
疏
《
四
》〈
六
〉
卷　

顯
揚
論
疏
三
卷

　
『
金
剛
般
若
經
記
』
と
造
東
大
寺
司
と
奉
寫
一
切
經
司
が
關
わ
る
も
の
と
し
て
、
他
に
『
大
日
本
古

書
』
十
七
―
八
三
（
神
護

景
雲
元
年
（
七
六
七
）
九
月
二
十
六
日
）
に
「
金
剛
般
若
經
記
一
部
二
卷
」、『
大
日
本
古

書
』
十
七
―
一
二
二
（
神
護
景
雲
二
年

十
一
月
十
日
）
に
「
金
剛
般
若
記
二
卷
」、『
大
日
本
古

書
』（
神
護
景
雲
二
年
十
一
月
十
日
）
十
七
―
一
二
四
に
「
金
剛
般
若
記

二
卷
」
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
い
ず
れ
も
著
者
名
は
不
明
で
あ
る
。
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『
部
執
異
論
疏
』（『
部
執
異
論
記
』・『
十
八
部
論
疏
』・『
十
八
部
（
論
）
記
』・
奈
良
朝
二
六
〇
六
、二
六
〇
七
）　

　
『
東
域
傳
燈
目
錄
』
小
乘
論
疏
記
等
に
お
け
る
「
部
異
執
論
疏
十
卷
」
に
は

注
と
し
て
「
眞
諦
或
成
四
卷
。
梵
釋
寺
・
東
寺
云
、

義
記
四
卷
、
叡
山
楞
嚴
院
・
吉
祥
院
、
四
卷
・
十
卷
本
俱
有
」
と
見
え
、
永
超
が
參
照
し
た
各
寺
院
の
目
錄
に
見
出
せ
た
も
の
で
あ

る
。『
古
聖
敎
目
錄
』
に
は
「
918
部
執
論
疏
十
卷　

圓
測
」
と
あ
る
が
、圓
測
に
『
部
執
論
疏
』
が
あ
っ
た
こ
と
は
他
の
記
錄
に
な
く
、

前
後
が
論
疏
部
に
あ
た
る
た
め
、「
眞
諦
」
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。『
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
錄
』
卷
下
に
は
「
104
部
執
異
論
義
記

四
卷　

眞
諦　

二
百
卌
九
」
と
あ
り
、
紙
數
ま
で
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
當
時
存
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
執
異
論
記
四
卷
〈
眞
諦
師
〉」
は
『
大
日
本
古

書
』
に
は
「
僧
寶
業
借
書
目
錄
」『
大
日
本
古

書
』
十
七
―
二
十
（
天
平
神

護
二
年
（
七
六
五
）
十
月
三
日
）「
一
切
經
本
目
錄
」
の
「
小
乘
論
疏
」（『
大
日
本
古

書
』
十
七
―
六
四
（
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）

二
月
十
二
日
）（
影
印
・
續
修
後
集
卷
二
七
６
））
に
も
見
出
さ
れ
る
。

　

ま
た
「
執
異
論
記
四
卷
〈
眞
諦
師
〉」
は
水
主
內
親
王
の
藏
書
に
含
ま
れ
、
移
動
の
記
錄
か
ら
當
時
確
か
に
存
し
た
と
言
え
る
。

水
主
內
親
王
は
天
智
天
皇
の
皇
女
で
、
天
平
六
年
（
七
三
四
）
に
大
和
國
廣
瀨
郡
の
水
陸
田
を
購
入
し
弘
福
寺
に
施
入
し
た
こ
と
な

ど
が
知
ら
れ
る
が
、
他
は
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
一
切
經
書
寫
の
校
合
の
た
め
に
、
水
主
內
親
王
、
審
詳
師
の
藏
書
が
し
ば

し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
正
倉
院

書
の
記
錄
に
殘
っ
て
い
る
。『
大
日
本
古

書
』
十
七
―
一
一
六
に
あ
る
よ
う
に
神
護
景

雲
二
年
當
時
の
經
錄
と
し
て
、『
一
切
經
司
合
目
錄
』
一
卷
、『
內
堂
經
錄
』
一
卷
、『
寮
一
切
經
錄
』
二
卷
〈
上
下
〉、『
圖ず

し
ょ書

寮
經
錄
』

四
卷
〈
之
中
一
卷
論
疏
之）

46
（

〉、『
水
主
內
親
王
經
錄
』
一
卷
、『
審
詳
師
經
錄
』
一
卷
の
計
九
卷
が
存
し
た）

47
（

。

　

水
主
內
親
王
の
藏
書
は
管
見
の
及
ぶ
か
ぎ
り
、
佛
名
經
や
疑
經
（『
提
謂
經
』『
毘
羅
三
昧
經
』）、
珍
し
い
章
疏
（
道
雲
『
大
乘
掌

珍
論
義
疏
』
六
卷
・

備
『
因
明
正
理
門
抄
』
一
卷
・
義
榮
『
瑜
伽
義
林
』
五
卷
・『
淨
飯
王
經
疏
』
一
卷
・『
大
方
等
如
來
藏
經
疏
』

一
卷
）
な
ど
か
な
り
特
殊
な
も
の
が
あ
る）

48
（

。
水
主
內
親
王
の
藏
書
に
つ
い
て
の
推
測
で
あ
る
が
、
內
親
王
の
亡
く
な
る
二
年
前
の
玄

昉
歸
國
に
よ
る
『
開
元
錄
』
に
基
づ
く
と
見
ら
れ
る
五
千
卷
の
經
典
請
來
ま
で
は
、
日
本
に
は
『
開
元
錄
』
に
基
づ
く
一
切
經）

49
（

が
存
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在
せ
ず
、
內
親
王
が
何
ら
か
の
方
針
を
持
っ
て
典
籍
を
集
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

『
金
七
十
論
釋
』

　

伊
藤
隆
壽
〔
一
九
七
七
〕
一
二
八
頁
上
段
に
よ
れ
ば
日
本
三
論
宗
の
學
僧
で
あ
る
安
澄
の
『
中
論
疏
記
』
に
逸

が
あ
る
と
さ
れ

る）
50
（

。
眞
諦
三
藏
の
名
は
見
え
な
い
が
「
金
七
十
論
議
」
と
し
て
『
大
日
本
古

書
』
に
見
出
さ
れ
る
。

『
大
日
本
古

書
』
九
―
三
八
五
（
天
平
十
九
年
（
七
四
九
）
六
月
七
日
）（
影
印
・
續
修
別
修
第
二
七
卷
５
）

…金
七
十
論
議
三
卷
〈
小
乘
〉

そ
の
他
の
著
作
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
は
諸
目
錄
に
見
ら
れ
る
眞
諦
三
藏
の
著
述
に
つ
い
て
今
ま
で
取
り
上
げ
な
か
っ
た
も
の
を
ま
と
め
て
扱
う
。

『
如
實
論
疏
』

　
『
如
實
論
疏
』
は
『
歷
代
三
寶
紀
』（
大
正
四
九
・
八
八
上
）『
大
唐
內
典
錄
』（
大
正
五
五
・
二
七
三
下
）
で
は
三
卷
と
さ
れ
る
が
日

本
の
目
錄
で
は
一
卷
と
二
卷
と
さ
れ
る
記
述
が
見
え
る
。『
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
錄
』
に
は
『
如
實
論
疏
』
が
二
回
現
わ
れ
、
紙

數
が
異
な
る
。
ち
な
み
に
『
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
錄
』
に
見
え
る
重
複
す
る
典
籍
は
他
に
『
仁
王
經
略
纂
』・『
雜
集
論
疏
』
が
あ

り
、
書
名
や
卷
數
を
異
に
す
る）

51
（

。

『
華
嚴
宗
章
疏

因
明
錄
』

　

如
實
論
疏
一
卷
〈
眞
諦
三
藏
述
〉（
大
正
五
五
・
一
一
三
五
上
）
177　

眞
諦
造

『
東
域
傳
燈
目
錄
』
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如
實
論
疏
一
卷
〈
眞
諦
三
藏
造
。
圓
超
錄
云
、
二
卷
〉（
大
正
五
五
・
一
一
五
九
下
）

『
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
錄
』
卷
上

　

744　

如
實
論
疏
二
卷　

眞
諦　

八
十
九
紙

『
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
錄
』
卷
下

　

722　

如
實
論
疏
二
卷　

眞
諦　

五
十
九

『
俱
舍
論
疏
』

　

眞
諦
三
藏
に
は
『
歷
代
三
寶
紀
』（
大
正
四
九
・
八
八
上
注
參
照
）『
大
唐
內
典
錄
』（
大
正
五
五
・
二
七
三
下
）
に
よ
る
と
『
俱
舍

論
疏
』
六
十
卷
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
日
本
の
諸
目
錄
で
關
係
す
る
も
の
と
し
て
『
東
域
傳
燈
目
錄
』『
古
聖
敎
目
錄
』『
大
小
乘
經

律
論
疏
記
目
錄
』
卷
下
に
現
れ
る
。
た
だ
い
ず
れ
の
記
述
も
卷
數
や
紙
數
に
問
題
が
あ
る
。

『
東
域
』

（
俱
舍
論
）
同
古
譯
論
記
五
十
卷
〈
眞
諦
俱
舍
釋
論
。
內
典
錄
第
五
云
、
俱
舍
論
疏
六
十
卷
。
周
武
帝
世
西
天
竺
優
禪
尼
國
三
藏

法
師
拘
那
羅
陀
云
云
〉（
大
正
五
五
・
一
一
六
一
中
）

『
古
聖
敎
目
錄
』

911　

俱
舍
論
釋
論
十
五
卷　

那
陀

『
俱
舍
論
』の
註
釋
と
し
て「
那
陀
」が
關
係
す
る
も
の
は
不
明
で
あ
る
が
眞
諦
の
イ
ン
ド
名
の
音
寫
で
あ
る「
拘
羅
那
陀（K

ulanātha

）」

の
轉
訛
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。『
大
日
本
古

書
』
九
―
四
四
六
「
經
律
納
受
帳
」
に
は
「
那
陀
譯
」
と
見
え
る
個
所
が
あ
る
が

こ
れ
は
「
那
提
譯
」
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。

『
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
錄
』
卷
下
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76　

俱
舍
論
疏
一
部
卅
卷　

眞
諦
三
藏　

千
二
百

　
「
千
二
百
」
と
い
う
數
は
、
こ
の
六
行
後
に
「
81
順
正
理
論
疏
二
十
卷　

二
名
帙
述
分　

千
二
百
」
と
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
周
圍

に
紙
數
と
し
て
三
百
や
五
百
な
ど
が
見
ら
れ
、あ
く
ま
で
書
寫
を
す
る
場
合
に
必
要
と
な
る
槪
數
と
考
え
ら
れ
る
。
參
考
ま
で
に
『
大

日
本
古

書
』
十
二
―
一
六
〇
で
用
い
ら
れ
た
『
順
正
理
論
疏
』
二
十
卷
（
第
十
八
卷
を
缺
く
）
の
紙
數
は
六
百
九
十
四
枚
で
あ
る
。

『
仁
王
般
若
經
疏
』

『
東
域
傳
燈
目
錄
』
に
は
「
見
行
せ
ず
」（
大
正
五
五
・
一
一
四
八
中
）
と
し
て
い
る
。
正
倉
院

書
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
奈

良
時
代
の
學
僧
で
あ
る
行
信
の
『
仁
王
般
若
經
疏
』
に
「
本
記
」
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
引
用
さ
れ
る
。

『
眞
諦
傳
』

『
山
王
院
藏
書
目
錄
』
お
よ
び
『
高
山
寺
聖
敎
目
錄
』
に
は
眞
諦
傳
の
名
が
見
ら
れ
る
。『
眞
諦
傳
』
は
現
存
し
な
い
が
、『
續
高
僧
傳
』

卷
十
八
・
曇
遷
傳
（
大
正
五
十
・
五
七
二
下
）
に
お
い
て
參
照
さ
れ
た
よ
う
に
か
つ
て
存
在
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
山
王
院
藏
書
目
錄
』

　
〔
三
四
六
〕
眞
諦
法
蘭
等
六
人
三
藏
傳　

一
卷

『
高
山
寺
聖
敎
目
錄
』

　

第
五
十
四
甲　

7
眞
諦
傳
一
卷　

8
法
顯
傳
一
卷
（
29
頁
）
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お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
日
本
に
殘
さ
れ
る
諸
目
錄
お
よ
び
正
倉
院

書
を
參
照
し
て
、
眞
諦
三
藏
の
著
述
と
そ
の
日
本
に
お
け
る
流
傳
狀
況
を

探
っ
て
き
た
。
古
代
日
本
に
は
眞
諦
三
藏
の
い
く
つ
か
の
著
述
が
殘
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
眞
諦
三
藏
の
著
述
は
後

に
隆
盛
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
本
の
佛
敎
宗
派
と
は
直
接
の
關
係
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
、
ほ
と
ん
ど
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
今
後
も
目
錄
等
に
注
目
し
て
調
査
を
繼
續
し
て
い
き
た
い
。

略
號
・
凡
例

斷
ら
な
い
限
り
「
十
五
―
三
五
五
」
な
ど
の
數
字
は
『
大
日
本
古

書
』（
編
年

書
）
第
十
五
卷
三
五
五
頁
を
指
す

『
大
日
本
古

書
』
中
の
「《
一
》〈
二
〉」
は
「
一
」
の
橫
に
「
二
」
と
訂
正
し
た
も
の

奈
良
朝　

石
田
茂
作
〔
一
九
三
〇
〕『
寫
經
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
佛
敎
の
硏
究
』
奈
良
朝
現
存
一
切
經
疏
目
錄

宮
崎　
　

宮
崎
健
司
〔
二
〇
〇
六
〕 『
日
本
古
代
の
寫
經
と
社
會
』
附
錄
「『
開
元
釋
經
錄
』
入
藏
錄
等
・
正
倉
院

書
等
所
載
佛
典
對
照
表
（
稿
）」

の
番
號

影
印　
　
『
正
倉
院
古

書
影
印
集
成
』
八
木
書
店

『
新
編
』　
『
新
編
諸
宗
敎
藏
總
錄
』

『
東
域
』　
『
東
域
傳
燈
目
錄
』

參
考

獻
：

石
田
茂
作
〔
一
九
三
〇
〕 

『
寫
經
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
佛
敎
の
硏
究
』
東
洋

庫

伊
藤
隆
壽
〔
一
九
七
七
〕 

「
安
澄
の
引
用
せ
る
諸
注
釋
書
の
硏
究
」『
駒
澤
大
學
佛
敎
學
部
論
集
』
八
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井
上
光
貞
〔
一
九
八
六
〕 

「
東
域
傳
燈
目
錄
よ
り
見
た
る
奈
良
時
代
僧
侶
の
學
問
」『
日
本
古
代
思
想
史
の
硏
究
』（
井
上
光
貞
著
作
集
第
二
卷
）

岩
波
書
店
（
初
出
〔
一
九
四
八
〕『
史
學
雜
誌
』
五
七
編
三
・
四
號
）

井
上
光
貞
〔
一
九
八
九
〕 

『
新
訂
日
本
淨
土
敎
成
立
史
の
硏
究
』
山
川
出
版
社
（
初
版
は
一
九
五
六
）

宇
井
伯
壽
〔
一
九
六
五
〕 

「
眞
諦
三
藏
傳
の
硏
究
」『
印
度
哲
學
硏
究
』
第
六
・
岩
波
書
店

大
屋
德
城
〔
一
九
三
六
〕  

『
新
編
諸
宗
敎
藏

錄
』
第
三
卷
解
說
・
便
利
堂

奧
田
勲
〔
一
九
八
五
ａ
〕 

「
高
山
寺
經
藏
と
そ
の
古
目
錄
に
つ
い
て
」『
高
山
寺
經
藏
古
目
錄
』（
高
山
寺
資
料
叢
書
第
十
四
册
）
高
山
寺
典
籍

書
綜
合
調
査
團
編
・
東
京
大
學
出
版
會

奧
田
勲
〔
一
九
八
五
ｂ
〕 
「『
高
山
寺
聖
敎
目
錄
』」『
高
山
寺
經
藏
古
目
錄
』（
高
山
寺
資
料
叢
書
第
十
四
册
）
高
山
寺
典
籍

書
綜
合
調
査
團
編
・

東
京
大
學
出
版
會

落
合
俊
典
〔
一
九
九
八
ａ
〕 「『
古
聖
敎
目
錄
』（
擬
題
）
解
題
」『
中
國
・
日
本
經
典
章
疏
目
錄
』（
七
寺
古
逸
經
典
硏
究
叢
書
・
第
六
卷
）
大
東
出

版
社

落
合
俊
典
〔
一
九
九
八
ｂ
〕 「
平
安
時
代
に
お
け
る
入
藏
錄
と
章
疏
目
錄
に
つ
い
て
」『
中
國
・
日
本
經
典
章
疏
目
錄
』（
七
寺
古
逸
經
典
硏
究
叢
書
・

第
六
卷
）
大
東
出
版
社

梶
浦
晉
〔
一
九
九
八
〕 

「
法
金
剛
院
藏
『
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
錄
』
に
つ
い
て
」『
中
國
・
日
本
經
典
章
疏
目
錄
』（
七
寺
古
逸
經
典
硏
究
叢
書
・

第
六
卷
）
大
東
出
版
社

金
山
正
好
〔
一
九
七
三
〕 

「
新
編
諸
宗
敎
藏
總
錄
」『
大
日
本
佛
敎
全
書
』
第
九
九
卷
・
解
題
三
、
鈴
木
學
術
財
團

佐
伯
有
淸
〔
一
九
九
三
〕 

「
圓
珍
と
山
王
院
藏
書
目
錄
」『
最
澄
と
そ
の
門
流
』
吉
川
弘

館

榮
原
永
遠
男
〔
一
九
九
六
〕 「
圖
書
寮
一
切
經
の
變
遷
」『
人

硏
究
』
四
八
（
一
二
）

佐
藤
哲
英
〔
一
九
三
七
〕 

「
山
王
院
藏
書
目
錄
に
つ
い
て　

―
延
長
三
年
靑
蓮
院
藏
本
解
說
―
」『
叡
山
學
報
』
第
十
三
輯

佐
藤
哲
英
〔
一
九
五
三
〕 

「
初
期
叡
山
の
經
藏
に
つ
い
て　

新
出
の
『
御
經
藏
目
錄
』
御
經
藏
櫃
目
錄
を
中
心
と
し
て
」『
佛
敎
學
硏
究
』
八
／
九

柴
田
實
〔
一
九
四
二
〕 

「
梵
釋
寺
藏
經
に
就
い
て
」『
支
那
佛
敎
史
學
』
第
五
卷
三
號
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末
木

美
士
〔
一
九
九
九
〕 「『
東
域
傳
燈
目
錄
』
の
諸
問
題
」『
高
山
寺
本
東
域
傳
燈
目
錄
』（
高
山
寺
資
料
叢
書
第
十
九
册
）
高
山
寺
典
籍

書

綜
合
調
査
團
編
、
東
京
大
學
出
版
會

須
田
春
子
〔
一
九
六
六
〕 

「
水
主
內
親
王
と
そ
の
所
藏
經
」『
靑
山
學
院
大
學
一
般
敎
育
部
會
論
集
』
七
號

福
士
慈
稔
〔
二
〇
〇
八
〕 

「
目
錄
類
か
ら
み
る
日
本
に
於
け
る
朝
鮮
佛
敎
の
影
響
と
そ
の
問
題
點
」『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
五
六
卷
二
號

堀
池
春
峰
〔
一
九
七
〇
〕 

「
華
嚴
經
講
說
よ
り
見
た
良
弁
と
審
詳
」『
南
都
佛
敎
史
の
硏
究
』
上
卷
・
東
大
寺
篇
、
法
藏
館

峰
岸　

明
〔
一
九
八
八
〕 

「
新
編
諸
宗
敎
藏
總
錄
に
つ
い
て
」『
高
山
寺
古
典
籍
纂
集
』（
高
山
寺
資
料
叢
書
第
十
七
册
）
高
山
寺
典
籍

書
綜
合

調
査
團
編
、
東
京
大
學
出
版
會

宮
崎
健
司
〔
一
九
九
八
〕 
「『
一
切
經
論
章
疏
集
（
傳
錄
）

私
記
』
卷
上
解
題
」『
中
國
・
日
本
經
典
章
疏
目
錄
』（
七
寺
古
逸
經
典
硏
究
叢
書
・

第
六
卷
）
大
東
出
版
社

宮
崎
健
司
〔
二
〇
〇
六
〕 

『
日
本
古
代
の
寫
經
と
社
會
』
塙
書
房

望
月
信
亨
〔
一
九
二
二
〕 

『
大
乘
起
信
論
之
硏
究
』
金
尾

淵
堂

結
城
令
聞
〔
一
九
六
二
〕 

『
唯
識
學
典
籍
志
』（
東
洋

化
硏
究
所
紀
要
別
册
）
大
藏
出
版

注

（
1
） 

井
上
光
貞〔
一
九
八
九
〕四
七
頁
に
よ
る
と
寫
經
關
係

書
の
初
出
は
神
龜
四
年（
七
二
七
）三
月
二
十
三
日
と
の
こ
と
。
寶
龜
年
閒（
七
七
〇

〜
七
八
〇
）
ま
で
の

書
が
殘
る
。

（
2
） 

福
士
慈
稔
〔
二
〇
〇
八
〕
は
本
稿
が
扱
う
の
と
同
樣
の
資
料
を
使
っ
て
新
羅
の
佛
敎
者
の
著
述
に
つ
い
て
檢
討
し
て
い
る
。

（
3
） 

出
典
は
『
大
日
本
古

書
』

（
4
） 

出
典
は
大
正
藏
・『
中
國
・
日
本
經
典
章
疏
目
錄
』（
落
合
俊
典 

・
牧
田
諦
亮
監
修
、
七
寺
古
逸
經
典
硏
究
叢
書
第
六
卷
、
大
東
出
版
社
、

一
九
九
八
年
）
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（
5
） 

出
典
は
『
叡
山
學
報
』
第
十
三
輯
・『
昭
和
法
寶
目
錄
』
第
三
卷

（
6
） 
出
典
は
『
中
國
・
日
本
經
典
章
疏
目
錄
』（
既
出
）

（
7
） 
出
典
は
『
中
國
・
日
本
經
典
章
疏
目
錄
』（
既
出
）

（
8
） 

出
典
は
大
正
藏
・『
高
山
寺
古
典
籍
纂
集
』（
高
山
寺
資
料
叢
書
第
十
七
册
、
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
八
八
年
）

（
9
） 

出
典
は
大
正
藏
・『
高
山
寺
本
東
域
傳
燈
目
錄
』（
高
山
寺
資
料
叢
書
第
十
九
册
、
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
九
九
年
）

（
10
） 

出
典
は
『
高
山
寺
經
藏
古
目
錄
』（
高
山
寺
資
料
叢
書
第
十
四
册
、
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
八
五
年
）

（
11
） 『
續
日
本
紀
』
卷
十
六
・
天
平
十
八
年
（
七
四
六
）
六
月
十
八
日
。『
國
史
大
系
』
二
―
一
八
八
。

（
12
） 『
續
日
本
後
紀
』
卷
四
・
承
和
二
年
（
八
三
五
）
正
月
十
四
日
「
今
亦
貞
元

梵
釋
寺
目
錄
所
載
律
論
疏
章
紀
傳
集
抄
、
每
國
均
分
、
令
加
寫

之
。」『
國
史
大
系
』
三
―
三
六
。

（
13
） 

こ
の
他
に
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
に
藏
俊
（
一
一
〇
四
〜
一
一
八
〇
）
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
『
注
進
法
相
宗
章
疏
』N

o.2181

を
參
照

し
た
が
眞
諦
三
藏
の
著
作
は
見
當
た
ら
な
い
。
ま
た
七
寺
藏
『
一
切
經
論
律
章
疏
集
（
傳
錄
）

私
記
』
は
大
正
藏
の
底
本
と
な
っ
た
の
も

で
は
な
い
が
、
宮
崎
健
司
〔
一
九
九
八
〕
三
二
四
頁
「
本
卷
は
轉
寫
本
な
が
ら
、
平
安
末
期
の
「
五
宗
錄
」
の
古
寫
本
と
し
て
注
意
す
べ
き

も
の
と
い
え
よ
う
」
と
あ
り
、
下
に
そ
の
番
號
を
注
記
し
、

字
の
異
同
を
注
記
す
る
。

（
14
） 

大
正
藏
脚
注
と
し
て
甲
本
（「
寛
政
二
年
刊
諸
宗
章
疏
錄
」
と
す
る
が
甲
本
に
對
す
る
原
本
は
大
正
藏
の
脚
注
か
ら
は
不
明
）
に
「
按
宗
輪
作

部
執
異
論
、東
域
作
部
異
宗
論
」
と
あ
る
が
、大
正
藏
の
『
東
域
傳
燈
目
錄
』
は
「
部
異
執
論
疏
」（
大
正
五
五
・
一
一
六
〇
下
）
と
す
る
。『
佛

書
解
說
大
辭
典
』
に
林
屋
友
次
郞
氏
の
解
說
と
し
て
「
中
に
は
吉
藏
著
維
摩
略
疏
五
卷
の
如
き
、
或
は
法
朗
述
中
論
玄
一
卷
、
眞
諦
三
藏
部

集
論
疏
十
卷
の
如
き
、
古
來
名
の
み
を
傳
え
て
今
日
見
る
こ
と
を
得
ざ
る
書
名
を
揚
げ
て
居
る
。」
と
あ
る
。

（
15
） 「
歲
次
癸
酉
九
月
十
日
、
於
衡
州
始
興
郡
建
興
寺
、
敬
請
法
師
、
敷
演
大
乘
、
闡
揚
祕
典
、
示
導
迷
徒
。
遂
翻
譯
斯
論
一
卷
、
以
明
論
旨
、
玄

二
十
卷
・
大
品
玄

四
卷
・
十
二
因
緣
經
兩
卷
・
九
識
義
章
兩
卷
、
傳
語
人
天
竺
國
月
支
首
那
等
、
執
筆
人
智
愷
等
、
首
尾
二
年
方
訖
」。

法
藏
は
『
大
乘
起
信
論
義
記
』
卷
上
（
大
正
四
四
・
二
四
六
上
中
）
で
お
そ
ら
く
こ
の
記
述
に
基
づ
い
て
眞
諦
の
玄

二
十
卷
と
し
て
い
る
。

（
16
） 

落
合
俊
典
〔
一
九
九
八
ｂ
〕
四
九
二
頁
「
本
稿
で
は
詳
述
し
な
か
っ
た
が
、
本
書
が
法
相
系
の
章
疏
目
錄
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
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十
二
世
紀
初
頭
に
は
法
隆
寺
が
興
福
寺
の
影

下
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
こ
の
目
錄
の
章
疏
を
所
有
し
て
い
た
寺
院
が
お
よ
そ
推
定
で
き
る

の
で
あ
る
。」
梶
浦
晉
〔
一
九
九
八
〕
五
〇
四
頁
「
收
錄
の
經
典
は
中
國
・
朝
鮮
半
島
お
よ
び
日
本
撰
述
の
章
疏
・
史
傳
・
目
錄
等
で
一
部
外

典
も
含
ま
れ
て
い
る
。
撰
者
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
所
收
の
章
疏
類
の
撰
述
年
代
や
本
目
錄
の
書
寫
年
代
に
よ
り
推
定
す
る
に
平
安

時
代
前
期
頃
の
も
の
で
、
そ
の
內
容
よ
り
南
都
の
僧
、
と
く
に
法
相
宗
と
關
係
の
あ
る
僧
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。」

（
17
） 

首
楞
嚴
院
は
橫
川
に
あ
り
、
天
台
宗
き
っ
て
の
學
僧
で
あ
る
源
信
が
住
し
た
。

（
18
） 

眞
諦
三
藏
撰
『
金
光
明
經
疏
』
六
卷
の
記
述
は
『
新
編
』
卷
上
（
大
正
五
五
・
一
一
七
〇
上
）
に
見
ら
れ
る
。『
叡
山
學
報
』
第
十
三
輯
の
番

號
二
〇
八
、二
〇
九
、
參
考
・
佐
藤
哲
英
〔
一
九
三
七
〕・
佐
伯
有
淸
〔
一
九
九
三
〕。

（
19
） 『
曼
殊
院
藏
書
目
錄
』〔
一
九
八
四
〕（
京
都
大
學
國
語
國

資
料
叢
書
50
）
臨
川
書
店
、『
曼
殊
院
古

書
・
聖
敎
目
錄
』〔
一
九
七
六
〕
京
都

府
敎
育
委
員
會
。

（
20
） 

こ
れ
は
後
代
殘
ら
な
か
っ
た
新
羅
僧
の
著
述
と
同
じ
現
象
で
あ
る
。
參
考
・
福
士
慈
稔
〔
二
〇
〇
八
〕。

（
21
） 

宇
井
伯
壽
〔
一
九
六
五
〕、
井
上
光
貞
〔
一
九
八
六
〕・
末
木

美
士
〔
一
九
九
九
〕
三
一
五
頁
。
井
上
光
貞
〔
一
九
八
六
〕
二
三
二
頁
「
第

一
類
の
註
も
、第
二
類
の
註
も
存
し
な
い
諸
書
は
、第
一
に
、彼
の
在
世
當
時
現
存
し
た
も
の
で
あ
り
、第
二
に
、そ
れ
は
當
時
興
福
寺
に
あ
っ

た
も
の
で
あ
り
、
第
三
に
、
然
も
興
福
寺
の
諸
院
、
諸
堂
中
、
右
に
揭
げ
た
以
外
の
場
所
に
纏
め
て
存
し
た
事
が
明
ら
か
で
あ
る
。」

（
22
） 『
古
聖
敎
目
錄
』
557
大
品
般
若
玄

四
卷　

三
藏
眞
譯（

マ
マ
）諦。『

古
聖
敎
目
錄
』
の
翻
刻
で
は
右
に
「〔
諦
譯
〕」
と
註
記
し
て
い
る
が
、
書
寫
を

し
た
者
に
「
眞
諦
」
を
人
名
と
し
て
認
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
「
608
般
若
心
經
儀
軌
一
卷　

眞
譯
」
の
例
も
あ
り
、
檢
討
の
要
が
あ
る
。

（
23
） 

高
山
寺
本
は
右
に
「
古
」
の
字
あ
り
。

（
24
） 

宇
井
伯
壽
〔
一
九
六
五
〕
二
九
頁
に
よ
る
と
基
『
唯
識
二
十
論
述
記
』
の
說
と
推
定
さ
れ
る
。「
西
明
（
慧
沼
か
）
云
」
の
い
ず
れ
の
說
も
未
詳
。

（
25
） 

高
山
寺
本
は
左
に
「
出
同
疏
」
の
記
あ
り
。

（
26
） 

高
山
寺
本
「
締
」。

（
27
） 

甲
本
（
大
谷
大
學
藏
寫
本
）
に
は

注
の
「〈
眞
諦
〉」
は
な
し
と
す
る
。

（
28
） 

高
山
寺
本
は
右
に
「
二
」
の
字
あ
り
。
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（
29
） 『
華
嚴
宗
章
疏

因
明
錄
』（
同
・
一
一
三
五
上
）
參
考
。
大
正
藏
は
「
一
卷
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
30
） 
高
山
寺
本
「
本
」
の
字
あ
り
。

（
31
） 『
大
唐
內
典
錄
』
卷
五
（
大
正
五
五
・
二
七
三
下
）。

（
32
） 

參
考
『
高
山
寺
聖
敎
目
錄
』
第
十
四
甲　

1
華
嚴
論
六
十
五
卷　
（
朱
）「
靈
弁
造
」。

（
33
） 『
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
錄
』
卷
上
に
「
25　

華
嚴
論
四
十
八
卷　

釋
靈
辨
造　

千
百
十
紙
」
と
あ
る
。

（
34
） 

七
寺
藏
『
一
切
經
論
律
章
疏
集
（
傳
錄
）

私
記
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。

（
35
） 

七
寺
藏
『
一
切
經
論
律
章
疏
集
（
傳
錄
）

私
記
』
23
。

（
36
） 『
華
嚴
經
傳
記
』
卷
一
（
大
正
五
一
・
一
五
六
下
）。

（
37
） 

井
上
光
貞
〔
一
九
八
九
〕
六
七
頁
「
天
平
勝
寶
三
年
に
良
弁
の
命
に
よ
っ
て
各
宗
の
章
疏
目
錄
が
企
て
ら
れ
て
た
」。　

（
38
） 

影
印
で
見
る
と
「
測
」
と
も
讀
め
る
。

（
39
） 「
金
鼓
經
疏
十
五
卷
」（
宮
崎
二
二
〇
五
）
は
他
に
『
大
日
本
古

書
』
三
―
八
五
（
天
平
二
十
年
）
○
寫
請
疏
目
錄
（
影
印
・
續
修
後
集
第

一
七
卷
1
）
お
よ
び
『
大
日
本
古

書
』
十
一
―
四
二
八
（
天
平
勝
寶
二
年
十
一
月　

日
）
○
造
東
大
寺
司
牒
案
に
見
ら
れ
る
。

（
40
） 「
眞
譯
」
は
「
眞
諦
」
で
あ
ろ
う
。

（
41
） 

前
後
に
は
枚
数
の
後
に
「
…
紙
」
と
記
さ
れ
る
の
に
対
し
、
こ
れ
の
み
「
…
紙
」
と
は
さ
れ
な
い
點
を
注
記
し
て
お
く
。

（
42
） 「
蒙
尊
者
慈
想
」『
大
日
本
古

書
』
十
五
―
三
五
五
、「
蒙
基
完
師
宣

」
同
十
六
―
四
三
五
、「
蒙
長
官
（
市
原
王
）
王
宣

」
同
二
四
―

五
九
六
、「
依
良
弁
大
德
宣
」
な
ど
の
用
例
參
照
。

（
43
） 『
大
日
本
古

書
』
四
―
八
五
（
天
平
勝
寶
七
歳
）
に
も
現
わ
れ
る
。

（
44
） 

參
考
『
大
小
乗
經
律
論
疏
記
目
錄
』
卷
上
「
249
金
光
明
疏
一
部
八
卷　

元
曉　

250
金
光
明
疏
一
部
七
卷　

興
師
」、『
新
編
』「
疏
八
卷　

元
曉

述
（
第
13
張
388
）」（
大
正
五
五
・
一
一
七
〇
中
）、「
述
贊
七
卷　

憬
興
述
（
第
14
張
393
）」（
大
正
五
五
・
一
一
七
〇
中
）、『
東
域
』「（
金
鼓
經
）

同
經
疏
七
卷
〈
興
〉
金
鼓
經
（
三
一
ウ
5
）」（
大
正
五
五
・
一
一
五
三
中
）。

（
45
） 

參
考
・
伊
藤
隆
壽
〔
一
九
七
七
〕
一
二
八
頁
上
段
お
よ
び
一
三
七
頁
注
五
二
、一
四
〇
頁
表
の
二
三
。
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（
46
） 

圖
書
寮
一
切
經
に
つ
い
て
は
榮
原
永
遠
男
〔
一
九
九
六
〕
參
照
。

（
47
） 
石
田
茂
作
〔
一
九
三
〇
〕
二
頁
に
よ
る
と
、他
に
正
倉
院
古

書
に
は
『
山
階
寺
一
切
經
目
錄
』『
禅
院
寺
經
目
錄
』『
觀
世
音
寺
一
切
經
目
錄
』

『
大
井
寺
一
切
經
目
錄
』
が
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
う
ち
審
詳
師
の
藏
書
に
つ
い
て
は
堀
池
春
峰
〔
一
九
七
〇
〕
が
『
大
日
本
古

書
』
の
記

錄
に
基
づ
い
て
復
元
し
て
い
る
。

（
48
） 

須
田
春
子
〔
一
九
六
六
〕
參
照
。

（
49
） 

石
田
茂
作
〔
一
九
三
〇
〕
四
六
頁
に
よ
る
と
玄
昉
に
よ
る
請
来
經
典
の
書
寫
は
天
平
八
年
よ
り
始
ま
っ
た
と
す
る
。

（
50
） 「
金
七
十
論
上
卷
注
釋
云
」（
大
正
六
五
・
七
五
上
）
以
下
を
指
す
か
。

（
51
） 

梶
浦
晉
〔
一
九
九
八
〕
五
〇
五
頁
參
照
。
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Satō (1961) – Satō Tetsuei 佐藤哲英. Tendai daishi no kenkyū: Chigi no cho-
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る基礎的研究. Kyoto: Hyakkaen, 1961.

Shengkai (2006) – Shengkai 圣凯. Shelun xuepai yanjiu 摄论学派研究. 
Beijing: Zongjiao wenhua chubanshe, 2006.
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Daijōkyōten no kenkyū hōhō shiron 涅槃経の研究―大乗経典の研究
方法試論. Tokyo: Shunjūsha, 1997.

Willemen (2008) – Willemen, Charles. “Kumārajīva’s ‘Explanatory Discourse’ 
about Abhidharmic Literature.” Journal of the International College for 
Postgraduate Buddhist Studies 12 (2008): 156-110(L).

Yang (2007) – Yang Weizhong 楊維中. “Zhendi sanzang xingli jiqi yi 
Guangdong wei hexin de fanyi huodong kaoshi 眞諦三藏行歴及其以廣
東爲核心的翻譯活動考實.” In Chanhe zhi sheng: Chan zong youxiu 
wenhua yu goujian hexie shehui xueshu yantaohui lunwenji 禪和之聲 
── ‘禪宗優秀 化與構建和諧社會’ 學術研討會論 集. Edited by 
Mingsheng 明生, 340-357. Beijing: Zongjiao wenhua chubanshe, 2007.

Yoshizu (2003) – Yoshizu Yoshihide 吉津宜英. “Shintai sanzō yakushutsu 
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daigaku bukkyō gakubu kenkyū kiyō 駒澤大學佛敎學部研究紀要 61 
(2003): 225-285.
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に.” Bukkyō shigaku kenkyū 佛敎史學硏究 22, no. 1 (1979): 41-59.
Kano (2008) – Kano Kazuo. “Two Short Glosses on Yogācāra Texts by 

Vairocanarakṣita: Viṃśikāṭīkāvivṛti and *Dharmadharmatāvibhāgavivṛti.” 
In Manuscripta Buddhica, Vol. I: Sanskrit Texts from Giuseppe Tucci’s 
Collection, Part I. Serie Orientale Roma. Edited by Francesco Sferra, 
343-380. Roma: IsIAO, 2008.

Katō (1932) – Katō Junryū 加藤純隆. “Shintai yaku Shō daijō ron shaku no 
nihon ni tsuite 眞諦譯攝大乘論釋の二本に就て.” Taishō daigaku 
gakuhō 大正大学学報 12 (1932): 167-182.

Katsumata (1961) – Katsumata Shunkyō 勝又俊教. Bukkyō ni okeru shin-i-
shiki setsu no kenkyū 仏敎における心意識説の研究 [A Study of the 
Citta-Vijñāna Thought in Buddhism]. Tokyo: Sankibō Busshorin, 1961.

Keng (2009) – Keng Ching. “Yogācāra Buddhism Transmitted or Transformed? 
Paramārtha (499-569) and His Chinese Interpreters.” PhD dissertation. 
Harvard University, 2009.
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(Mahāyānasaṃgraha). Louvain-la-neuve: Université de Louvain Institut 
Orientaliste, 1973.

la Vallée Poussin (1980) – la Vallée Poussin, Louis de. L’Abhidharmakośa de 
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Muller (2010-2011) – Muller, A. Charles, ed. Digital Dictionary of Buddhism. 
<http://buddhism-dict.net/ddb>. Editions of Dec 2010-Feb 2011.

Nattier (2008) – Nattier, Jan. A Guide to the Earliest Chinese Buddhist 
Translations: Texts from the Eastern Han 東漢 and Three Kingdoms 三
國 Periods. Bibliotheca Philologica et Philosophica Buddhica X. Tokyo: 
The International Research Institute for Advanced Buddhology, Soka 
University, 2008.

Okano (1998) – Okano Kiyoshi 岡野潔. “Indo Shōryō bu no kosumorojī 
bunken, Risse abidon ron インド正量部のコスモロジー 献、立世
阿毘曇論.” Chūō gakujutsu kenkyūjo kiyō 中央学術研究所紀要 27 
(1998): 55-91.

Ono (1929) – Ono Genmyō 小野玄妙. “Ryō Shintai yaku Kon kōmyō kyō jobun 
梁眞諦譯金光明經序 .” Butten kenkyū 佛典硏究 1, no. 2 (1929): 5.

Ono (1934) – Niryō Sei 二楞生 (Ono Genmyō 小野玄妙). “Taizō bunko ko-
itsu zenpon mokuroku (1) 大藏 庫古逸善本目錄 (一).” Pitaka ピタカ 
5 (1934): 15-20.

Radich (2008) – Radich, Michael. “The Doctrine of *Amalavijñāna in 
Paramārtha (499-569), and Later Authors to Approximately 800 C.E.” 
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MA Madhyamâgama
MN Majjhima-nikāya
MPNMS Mahāparinirvāṇa-mahāsūtra (usu. T374)
P Paramārtha
RGV  Ratnagotravibhāga
Skt. Sanskrit
Śrīm Śrīmālādevīsiṃhanāda-sūtra
Tib.  Tibetan
VP Louis de la Vallée Poussin
WXL Wuxiang lun 無相論 (cf. ZSL, SWXL, XSL)
XZ Xuanzang 玄奘
YBh Yogācārabhūmi
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Niepan Niepan jing ben you jin wu jie lun 涅槃經本有今無偈論 T1528
Yijiao Yijiao jing lun 遺敎經論 T1529
AKBh Abhidharmakośabhāṣya 阿毘逹磨俱舍釋論 T1559 
JDZL Jueding zang lun 決定藏論 T1584
ZSL Zhuanshi lun 轉識論 T1587
Vim Viṃśikā  大乘唯識論 T1589
MSg Mahāyānasaṃgraha 攝大乘論 T1593
MSgBh Mahāyānasaṃgrahabhāṣya 攝大乘論釋 T1595
MAV Madhyântavibhāga 中邊分別論 T1599
FXL Foxing lun 佛性論 T1610 
SBKL Shiba kong lun 十八空論 T1616
SWXL San wuxing lun 三無性論 T1617 
XSL Xianshi lun 顯識論 T1618 
Ālamb Ālambanaparīkṣā 無相思塵論 T1619
Hasta Hastavālaprakaraṇa 解捲論 T1620
Rushi Rushi lun fan zhinan pin 如實論反質難品 T1633
SXL Suixiang lun jie shiliu di yi 隨相論解十六諦義 T1641 
Lishi  *Lokasthānâbhidharma-śāstra 立世阿毘曇論 T1644
SDL Si di lun 四諦論 T1647
Ratna Ratnāvalī 寶行王正論 T1656
AF172 Dasheng qi xin lun 大乘起信論 T1666
Dazong Da zong di xuan wen ben lun 大宗地玄 本論 T1669
Samaya(1)  Samayabhedôparacanacakra 十八部論 T2032
Samaya(2) Samayabhedôparacanacakra 部執異論 T2033
Vas bio Posoupandou fashi zhuan 婆藪槃豆法師傳 T2049
SK Sāṃkhyakārikā (with commentary) 金七十論 T2137

Other abbreviations
AK(Bh) Abhidharmakośa(bhāṣya)
AN Aṅguttara-nikāya
Ch. Chinese
comm. commentary
D Derge
DA Dīrghâgama
DDB Muller, Digital Dictionary of Buddhism
Jiushi Jiushi yi ji 九識義記

172  After the common English translation, The Awakening of Faith.
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 mention SBKL, something over twenty years had (probably171) elapsed since 
P’s death. The example of AF suggests that this could have been ample time 
for striking developments to take place among the heritors of P’s thought, and 
for the name of P to be applied to the results.

A logical means for examining this possibility is to engage in a detailed study 
of the terminology, style and thought of this group of texts, and compare them 
with that of a reference corpus of uncontroversial translation texts, whose 
 ascription to P the external evidence surveyed here leaves least vulnerable to 
doubt. Preliminary work in this direction suggests that this key group of texts 
does indeed sport some features that associate them (or parts of them) with one 
another, in ways that distinguish them from such a reference corpus. Detailed 
exploration of this possibility and its implications, however, must await future 
work.

Abbreviations
See also the “Introduction” above, for abbreviations used for catalogues and 
other sources.

T Taishō shinshū daizōkyō 大正新脩大藏經
X Shinsan dai Nippon zokuzōkyō 卍新纂大日本續藏經
 
References to T and X are given in-text where doing so will save space. To 
conform as closely as possible to the citation practice used in the other studies 
appearing in this volume in Japanese, citations follow the order: T8 (225), 
483b17 for volume 8, text number 225, page 483, second register, line 17. Text 
number and volume number are omitted when clear from context.

Extant works ascribed to Paramārtha in Taishō order:
AV Arthavistara-sūtra 廣義法門經 T97
Vaj Vajracchedikā-prajñāpāramitā-sūtra 金剛般若波羅蜜經 T237
Suv Suvarṇabhāsottama-sūtra 合部金光明經 T664
Wushang Wushangyi jing 無上依經 T669
SdhN Saṃdhinirmocana-sūtra 解節經 T677
Lü  Lü ershier mingliao lun 律二十二明了論 T1461
Apitan Fo Apitan jing chujia xiang pin 佛阿毘曇經出家相品 T1482

171  It is diffi cult to date Huijun’s activity precisely.
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been in circulation.

Nonetheless, it is still striking that precisely the group of texts in which most 
of the original ideas ascribed to “Paramārtha” are concentrated, and upon 
which we are most reliant for our picture of his thought, is so volatile in 
 bibliographic status, and prey to such a spate of evidential problems. We 
know from the famous case of AF that it is more than possible for precisely the 
most consequential texts and ideas ascribed to P to actually derive from other 
sources. Indeed, it is easy to see that precisely such innovative and historically 
consequential ideas would invite misattribution; their proponents would want 
to claim for their ideas of choice the authority of the great translator, and the 
umbilical link to India he afforded. In previous work, I have argued that 
 similar problems beset the question of whether or not there ever existed such 
a text as Jiushi,168 and the related question of whether “Paramārtha” (taking the 
name as a convenient label for anyone who authored texts in the group we 
are here discussing) indeed taught that *amalavijñāna was a “ninth 
consciousness”.169 I argued, further, that even in the case of *amalavijñāna 
 itself, which at least is certainly a concept genuinely espoused in the P corpus, 
reports of later traditional authors have suprisingly little in common with the 
concept as it was actually expounded in P’s own texts.170

From another side, for several decades after P’s time, currents of thought 
springing from P’s group and translation project were among the most vital 
and infl uential forces in Chinese Buddhist thought. They are known to us by 
the label “Shelun School”, of course, but we know that relatively little 
 information has reached us about the fi gures, texts and ideas that are covered 
by that label, in comparison to everything that must have actually gone on in 
the decades in question.

We should therefore consider the possibility that this key group of texts shifts 
so much in the catalogues because it was still fl uid, at least in part, or the status 
of the texts it comprises was unsettled. Even just to the point where discussion 
of *amalavijñāna appears outside P’s texts, and where Huijun and Jizang 

168  See n. 138.
169  Radich (2008): 117-118.
170  Radich (2008), passim.
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XSL and ZSL are part of the “WXL group” with SWXL. The evidence for 
SWXL, however, is quite different. It appears in all of our sources but XGSZ 
(which mentions very few texts anyway). However, it also does not bear a 
Preface or Postface; and apart from one inconclusive phrase in Zhiyi possibly 
derived from it165 and a citation in P’s own SBKL, it, too, may not be  mentioned 
until close to Daoji’s time (in T2807, T2809 and Daoji himself). 

As for SBKL, assuming that the supposed Da kong lun is an error for its title, 
as discussed above, all our catalogues but Fajing mention it, too. It too does 
not have a Preface or Postface, but it is cited earlier than any of the other texts 
in this group, by Huijun and possibly Zhiyi, and it is also known to Jizang.

Finally, we should also consider that *amalavijñāna, which can only be 
 derived from ZSL, JDZL, SBKL and SWXL, dates no later than the death of 
Jingying Huiyuan in 592, since he discusses it166 (as do a series of other fi gures 
soon after him).

Thus, at least some of this key group of texts were certainly in circulation by 
the last decade of the sixth century. Why, then, would JDZL, ZSL and XSL be 
invisible until so late in our record? Given that Daoji, T2807 and T2809 refer 
to both ZSL and SWXL by the title of WXL, it is possible that WXL as a whole 
went by the name of SWXL until sometime later in the seventh century, when 
ZSL and XSL were somehow split off from it and acquired a separate identity 
and (eventually) independent titles. As for JDZL, it is noteworthy that around 
the same time that JDZL appears in the catalogues, Zhisheng states that Shiqi 
is lost. JDZL is, and Shiqi appears to have been, a (partial) translation from 
YBh, and we should thus consider the possibility that these are two different 
titles for the same text, or that JDZL might be a surviving part of Shiqi.167 
Thus, in both cases, it may not have been so much that the texts themselves 
suddenly appeared, but that new names appeared for texts that had already 
165  See n. 95. 
166  Radich (2008): 118.
167  See Radich (2008): 92-93 n. 168; 111-113. Work by Bhikkhu Huimin and Ōtake 
Susumu has shown that the title Shiqi di lun was used to refer to parts of the extant YBh 
ranging from juan 4 of the Maulībhūmi to juan 74 of the Viniścayasaṃgrahaṇī in XZ’s 
translation; see Radich (2008): n. 168. It does still seem possible, however, that JDZL 
was at least part of what was known as Shiqi di lun, before it became known under its 
present title.
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group translated, and these lectures were written down in the form of 
 commentaries; the group was active in turbulent times, when texts would 
 easily have been lost; and it is plausible that in the context where he was 
 working, Fei had access to solid information about P’s group and its work, 
which has since been lost.

The most important fact that emerges from this survey is the pattern of 
 attestation evinced by a small but key group of texts. The main texts in  question 
are JDZL, ZSL and XSL. They are fi rst listed only by Mingquan (who 
 otherwise usually has little new to say!), writing around the turn of the 700s. 
Even in Mingquan, however, the titles are given with no translator, and it is 
only Zhisheng, writing in 730, who attaches P’s name to them. None of these 
texts bear Prefaces or Postfaces. The earliest quotes I can fi nd from ZSL are 
from around the time Daoji was writing (approx. 630s). I have been unable to 
fi nd any citation of JDZL or XSL before the generation of Xuanzang’s 
 disciples, though the title of JDZL is mentioned in P’s MSgBh. Thus, the 
 overall pattern is that these texts seem to have been almost totally unknown 
until well into the seventh century. No other texts exhibit this pattern of 
 evidence.

These texts are naturally important, because they are part of a slightly larger 
group of texts that have been our most important sources for the study of “P’s” 
original thought: JDZL; the “WXL group”, i.e. ZSL, SWXL and XSL; SBKL; 
and the probably original passages in MSgBh (i.e. passages not paralleled in 
other translations).164 Notably, for instance, all passages mentioning P’s most 
famous concept, *amalavijñāna, occur in JDZL, SBKL, SWXL and ZSL. 
Moreover, on the basis of the picture of “P’s” thought drawn largely from 
these texts, historians have constructed larger claims about the infl uence of P 
on Chinese Buddhism, and particularly, the place of his thought in larger 
 processes of ostensible “sinifi cation” of Buddhist ideas. The discovery that 
some of those texts seem to emerge so late, in combination with the known 
presence of misattribution and other problems in traditional ascriptions of 
 authorship to P, demands that we subject the entirety of this slightly larger 
group of consequential texts to close scrutiny.

164  The case of unparalleled parts of MSgBh is complicated by the fact that there is no 
independent evidence for their existence or non-existence in the catalogues surveyed 
here, since they are treated as part of MSgBh itself. 
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must weigh up the following factors. First, especially for texts ascribed to P 
for the Liang period, Fei’s notes give very precise information about the 
 circumstances of production of some texts, which is unparalleled elsewhere. 
These notes include dating by reference to little-known reign dates (Taiqing 4 
and 5 etc.),162 which were forgotten soon after the period in which they were 
used (as Zhisheng’s confusion shows), and suggest a source of information 
close to P’s own time. Further, Fei says explicitly that he is drawing upon the 
biography of P by Cao Bi (now lost), which should mean he had access to 
some especially valuable information.

On the other hand, some specifi c factors also threaten to undermine the 
 trustworthiness of Fei’s report in this case as well. Some of his very concrete 
notes are attached to such texts as AF and Samaya(1); but if the attribution of 
these texts to P is spurious, this means Fei’s notes can contain unreliable 
 information in specifi c reference to P’s corpus. The information Fei gives 
about P’s “translation” of the Renwang jing (bearing in mind that this text 
 itself is generally regarded as a sūtra composed in China) and commentary 
thereto would seem to indicate, oddly, that the commentary was produced 
 before the sūtra. It is also strange that the most detailed information Fei gives 
is for the Liang period, whereas the most likely special sources of his informa-
tion (e.g. Cao Bi) were associated with P towards the end of his life, under the 
Chen; but that he has relatively little concrete information about P’s Chen 
 activities, even where we have more details from other sources (e.g. Vaj, 
Wushang, AKBh). If Fei was associating with P’s disciples and their group in 
the capital, it would be natural to expect him to have more information about 
P’s activities when members of that same broad group were with P, rather than 
under the Liang. Finally, some of Fei’s notes also clearly postdate Lidai (since 
they mention it),163 so that we cannot be absolutely certain the information in 
any of these notes is as early as its inclusion in Fei would make it seem. 

It is therefore diffi cult to evaluate Fei’s evidence about lost texts with any 
confi dence, especially in specifi c cases. However, in the balance, it seems 
likely that a good number of his reports are accurate. It seems unlikely that he, 
or anyone else, would have invented so many concrete details out of whole 
cloth; other evidence points to the likelihood that P lectured on texts as his 

162  See n. 52.
163  See n. 6. 
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strange: it is among the texts most quoted or discussed in the tradition, but (by 
contrast to AF) one of those with the most tenuous foothold in the catalogues. 
We also fi nd texts like Dazong, which is ascribed to P in the present canon, but 
for which this attribution is attested in none of our catalogues, and which is 
universally regarded as false; and Yijiao and Samaya(1), which are also 
 generally regarded as false attributions. Cases like these show that we must 
handle traditional attributions to P very carefully.

The evidence in the catalogues seems to fall into fi ve main groups. First, there 
is the evidence of the Zhongjing mulu line. Second, there is evidence traceable 
back to Fei. These two lines are amalgamated from the time of Neidian. Third, 
there is additional evidence incorporated in catalogues from the time of 
Zhisheng, which derives from Prefaces and similar sources. Fourth, some 
 evidence derives from the critical analysis of bibliographers, a trend best 
 represented by Zhisheng. Finally, some evidence is of uncertain provenance.

The catalogues seem between them to list a number of “ghost” texts, which are 
actually fi gments of inaccuracies in the cataloguing process itself, as when 
 titles get split, or the number of juan is reported differently on different 
 occasions. Such cases include the Mingliao lun as a supposed separate entity 
from Lü; possibly the supposed Da kong lun as a separate text from SBKL; 
perhaps Da niepan jing lun as a separate entity from Niepan; possibly the 
 supposed 12 juan MSgBh; a supposed Fanzhi lun as a separate entity from 
Rushi; the supposed Sengqie lun as a separate entity from SK; and possibly the 
16 juan AKBh (though in this case the Preface does seem to indicate the text 
was translated twice).

If we take all reports on face value, and do not distinguish (as Zhisheng does, 
for instance) between translations and original compositions, lost texts 
 outnumber extant texts in our reports. However, we saw above that our 
 information about such lost texts is disproportionately reliant on the reports of 
Fei (including texts discussed in his notes, approx. twenty-three out of a total 
of thirty-seven reported lost texts). This obviously makes it important to 
 evaluate the veracity of Fei’s reports. 

Fei is generally regarded by modern scholars as quite unreliable. At fi rst blush 
this might make it dangerous to trust too implicitly his reports of these many 
lost texts. However, against this general impression of Fei’s usual practice, we 
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Other: Fragments of this text have been preserved in later texts and studied 
as part of Prof. Funayama’s present research project. Chinkai 珍海 
(1092-1152) reports that P began translating the root text (upon 
which the present text would presumably have commented) at the 
behest of Falang (法朗, 507-581) of Xinghuang si 興皇寺, but that 
he only translated one chapter (on Pratītyasamutpāda 因緣一品) 
before he died (T70 [2299], 230a6-10).

Zhuan falun yiji 轉法輪義記

Fajing: ---
Fei: 1 juan; in his list of sixteen Liang texts.
Yancong: ---
Jingtai: ---
Neidian: 轉法輪義; as Fei.
Fei notes: Taiqing 3 [549] (Korean) (T49, 99a13). “The above three commen-

taries were all translated in Taiqing 3 at Meiye si in Xinwu” (Song, 
Yuan, Ming) (T49, 99a, fn).161

Jingmai: --- 
XGSZ: ---
Mingquan: ---
Zhisheng: Excluded from consideration as an original P composition.

Analysis and remarks
This survey shows the tenuous and fraught nature of bibliographic evidence 
about works in the corpus ascribed to Paramārtha. Even within three decades 
of P’s death, information about his translation activities (admittedly, in the 
North, far from his centres of activity) is confused, confl icting and apparently 
incomplete. It is striking, for instance, that one of the most important texts 
ascribed to P, namely AF, is, by the standards of this evidence, one of those for 
which the ascription should be most secure: it is found in every catalogue 
surveyed; the ascription is backed up by a Preface; and a lost commentary on 
it is also reported. Yet this attribution also has a shadow of doubt cast over it 
by Fajing, and is widely regarded by modern scholars as incorrect. Another 
important “P” text is the “lost” Jiushi, and the pattern of evidence for it, too, is 

161  上三疏記同太淸三年於新吳美業寺出也. The other two commentaries in ques-
tion are Zhong lun shu, Jiushi yi ji.
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XGSZ: ---
Mingquan: As Fei; cites Fei as his source.
Zhisheng: Chen. Lost.

Zhonglun 中論 [*Madhyama[ka]-śāstra?]

Fajing: ---
Fei: 1 juan; in his list of sixteen Liang texts.
Yancong: ---
Jingtai: ---
Neidian: As Fei.
Fei notes: One of fi ve texts said to have all been translated in Taiqing 4 

[550].158

Jingmai: 1 juan; Chengsheng 3 at Zhengguan si.
XGSZ: ---
Mingquan: As Fei; cites Fei as his source.
Zhisheng: Liang. Lost. Cites Fei (note).
Other:  See below (Zhonglun shu).

Zhonglun shu 中論疏 [comm. on Zhonglun]159

Fajing: ---
Fei: 2 juan; in his list of sixteen Liang texts.
Yancong: ---
Jingtai: ---
Neidian: As Fei.
Fei notes: “The above three commentaries were all translated in Taiqing 3 at 

Meiye si in Xinwu” (Song, Yuan, Ming only).160

Jingmai: ---
XGSZ: ---
Mingquan: ---
Zhisheng: Excluded from consideration as an original P composition.

158  See n. 150.
159  This seems to have been a commentary on a work by Rāhulabhadra (probably the 
Zhonglun discussed immediately above). See Funayama (2008): 152 n. 32, citing Ima-
zu Kōgaku 今津洪嶽, “Ragōrabadara no Chūron chū ni tsuite 羅 羅跋陀羅の中論註
について,” Gendai bukkyō 現代佛敎 2, no. 16 (1925): 72-84.
160  See n. 161.
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Other: Tunnyun’s 倫 (d.u., Silla monk of the eighth century) commen-
tary on YBh (Yuqie lun ji 瑜伽論記) attributes this text to *Laghu-
mati (?, 輕意), and cites a passage from it in which the text in turn 
cites SdhN.155

Zheng lun shi yi 正論釋義

Fajing: ---
Fei: 5 juan; in his list of 48 texts translated under the Chen. 
Yancong: --- 
Jingtai: ---
Neidian: As Fei.
Fei notes: “Translated at Foli si in Jin’an” (T49, 88a13).156

Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: ---
Zhisheng: Excluded from consideration as an original P composition.

Zhengshuo daoli lun 正說道理論

Fajing: 1 juan; Chen (T55, 141b21).
Fei: 1 juan; in his list of forty-eight Chen texts.157

Yancong: As Fajing (T55, 177c7-11).
Jingtai: As Yancong.
Neidian: As Fei.
Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?

155  若輕意菩薩『意業論』云。世尊於『深密大乘經』中說、「阿陀那心識　深
細不可量　無量諸種子　其數如雨渧　我於凡夫人　不爲說此法　非是愛希故    
畏更分別我」; T42 (1828), 592b25-28. Sanskrit corresponding to this SdhN passage 
is known from Sthiramati’s Triṃśikāvijñaptibhāṣyam: ādānavijñāna gabhīrasūkṣmo 
ogho yathā vartati sarvabījo | bālāna eṣa mayi na prakāśi mā haiva ātmā parikalpaye-
yur; Buescher (2007): 104/*34; cf. also MSgBh I.4, Lamotte (1973): 1:4, 2:14, P MSg 
T31, 114a10-12 (Bh T31, 157b9-11); P also gives an alternate translation in JDZL, T30, 
1018c6-8. Note that all three of these “P” translations (if the passage Tunnyun reports 
really does derive verbatim from P) translate the passage differently. 
156  Note that other catalogues say this of AV.
157  In the Korean canon upon which the Taishō is based, the title is given as 正論道理
論; in all the other editions consulted in the apparatus (Song, Yuan, Ming, “Palace”, 
Shōgozō) the title is 正說道理論.
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408a10-12).
Zhisheng: Liang. Lost (T55, 637b2; 538b11). As XGSZ (538c6-8); cites 

XGSZ as his source (538b11-12); in a comment on XZ’s YBh, states 
that this text, which he ascribes to the Liang, is a partial match, but 
is incomplete (608a2).

Other: Shiqi is quoted by name in P’s own MSgBh (T31, 224b19; 225c3; 
236c1-2). Shiqi is also quoted by name shortly after P’s lifetime by 
Zhiyi (T34 [1718], 50b11-12), Jizang (T34 [1720], 403b1-2; T34 
[1721], 543b4-8) and Huijun.153 However, Daoji seems to have been 
unaware that any translation of Shiqi was ever made into Chinese.154 
See further discussion of JDZL below.

Suixiang lun zhong shiliu di shu 隨相論中十六諦疏 [comm. on SXL]

Fajing: ---
Fei: 1 juan; in his list of forty-eight Chen texts.
Yancong: ---  
Jingtai: --- 
Neidian: As Fei.
Fei notes: At Shixing Commandery (T49, 88a20).
Jingmai: ---  
XGSZ: --- 
Mingquan: --- 
Zhisheng: Excluded from consideration as an original P composition.

Yi ye lun 意業論

Fajing: 1 juan; Chen (T55, 141c1).
Fei: 1 juan; in his list of forty-eight Chen texts.
Yancong: As Fajing (T55, 177c10-11).
Jingtai: As Yancong.
Neidian: As Fei.
Jingmai:  As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: As Fei; cites Fei as his source.
Zhisheng: Chen. Lost.

153  See Radich (2008): 109-110.
154  Radich (2008): 113.
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XGSZ: ---
Mingquan: As Fei; cites Fei as his source. A second note seems to follow Fei’s 

note, saying the text was translated during the Chengsheng era in 
Guangzhou (T55, 435b3-5). 

Zhisheng: Liang. Lost. As Fei (notes).

Sengseduo lü 僧澀多律

Fajing: ---
Fei: 僧澀 (var. 忽, “Palace”;  Song, Yuan, Ming) 多律 1 juan; in his 

list of forty-eight Chen texts.
Yancong: ---
Jingtai: ---
Neidian: As Fei.
Fei notes: “In the language of Chen, this [title] means ‘Compendium’(?)” 陳

言總 (var. 祕, “Palace”) 攝 (T49, 87c17).
Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: As Fei, including note; cites Fei as his source.
Zhisheng: Chen. Lost.

Shiqi di lun 十七地論 [*Saptadaśabhūmi-śāstra? = part of YBh]

Fajing: ---
Fei: 5 juan; in his list of sixteen Liang texts.
Yancong: ---
Jingtai: ---
Neidian: As Fei.
Fei notes: Taiqing 4 [550];151 at the residence of Lu Yuanzhe in Fuchun 富

春,152 at the request of Śrāmaṇera Baoqiong 寶瓊 (508-584) and 
twenty-odd other eminent persons 名德 (T49, 99a4).

Jingmai: 5 juan. Chengsheng 3 [554] at Zhengguan si.
XGSZ: 5 juan; at Fuchun, under the patronage of Lu Yuanzhe, for/with 

Baoqiong and twenty-odd other eminent monks 英秀沙門 (T50, 
429c24). 

Mingquan: Under Liang Wudi, in Taiqing 4 [550]; cites Fei as his source (T55, 

151  See n. 52.
152  Modern Fuyang 富  County in Zhejiang.
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in Liangben etc. discussed immediately below). I can fi nd no other 
references to a Shiyin si.

 Liangben’s 良賁 (717-777) commentary states that P made his 
translation at Baoyin si 寶因寺 in Hongfu 洪府, and that it was 
 accompanied by a commentary in 6 juan 并疏六卷 (T33 [1709], 
430b18-19). This comment is repeated in Yuanzhao’s 圓照 (fl . 8c.) 
supplement to Zhisheng, the Da Tang Zhenyuan xu Kaiyuan Shi jiao 
lu 大唐貞元續開元釋敎錄 (written in 799) (T55 [2156], 758a21-23; 
cf. also T55 [2157], 884b10-11); and in the Song gaoseng zhuan 宋
高僧傳 (T50 [2061], 735b7-8).

Renwang bore shu 仁王般若疏 [comm. on Renwang bore jing]

Fajing: ---
Fei: 6 juan; in his list of sixteen Liang texts. 
Yancong: --- 
Jingtai: ---
Neidian: As Fei.
Fei notes: Taiqing 3 [549].
Jingmai: --- 
XGSZ: ---
Mingquan: ---
Zhisheng: Excluded from consideration as an original P composition.
Other: See Liangben on Renwang bore jing (above).

Sanshi fenbie lun 三世分別論

Fajing: ---
Fei: 1 juan; in his list of sixteen Liang texts.
Yancong: ---
Jingtai: ---
Neidian: As Fei.
Fei notes: One of fi ve texts said to have all been translated in Taiqing 4 

[550].150

Jingmai: Chengsheng 3 [554] at Zhengguan si.

150  已上並四年同出; “Year 4” here refers to Taiqing 4, following on from the previous 
note about AF, for which see n. 110. This note covers fi ve texts: Zhong lun; Rushi; 
 Samaya(1), Niepan, and Sanshi fenbie lun. See also n. 52 on the date “Taiqing 4”.
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Neidian: As Fei.
Fei notes: Taiqing 4 [550] (T49, 99a11).146

Jingmai: --- 
XGSZ: ---
Mingquan: ---
Zhisheng: Excluded from consideration as an original P composition.

Renwang bore jing 仁王般若經 [Sūtra of Humane Kings]

Fajing: ---
Fei: 1 juan; in his list of sixteen Liang texts.
Yancong: 1 juan; Chen. “Second translation; lost” 重翻闕本 (T55, 175b8).
Jingtai: As Yancong.
Neidian: As Fei (especially “Palace”; including note below), except Datong 3 

[548?147] (T55, 266a24).
Fei notes: Chengsheng 3 [=554]; at Baotian si;148 refers the reader to 

“Paramārtha’s biography” 見眞諦傳, and Song, Yuan, Ming and 
“Palace” versions of the text further specify that the biography in 
question is by Cao Bi (T49, 99a2-3).

Jingmai: 1 juan; Chengsheng 3; at Zhengguan si.
XGSZ: ---
Mingquan: 1 juan; Liang; at Baoyue si 寶月寺 (T55, 382a27-28). Cites Fei.
Zhisheng: Liang. Lost. As Fei (notes).
Other: Zhiyi states that P made his translation during the Datong era at 

Shiyin si 實因寺 in Yuzhang.149 Zhiyi’s text was compiled from 
lecture notes by Guanding 灌頂 (561-632), which should make this 
the earliest version of this confused tradition about the name of the 
temple concerned. These notices appear to be based upon a scribal 
error misreading 實因 as 寶田 (note that tian, at least, is preserved 

146  See n. 52.
147  There were two Datong periods under the Liang, but only the second could be rel-
evant, since the fi rst was before P’s arrival in China. However, the second Datong was 
only one year long, so that “Datong 3” is strange. See also n. 109, n. 149.
148  This information is reproduced in Wŏnch’uk’s commentary; T33 (1708), 361c2-4.
149  三者、梁時眞諦大同年於豫章實因寺翻出一卷、名『仁王般若經』、疏有六
卷, T33 (1705), 254b17-19. The Taishō text is based primarily on a Ming ms. held in 
the Hōonzō 報恩藏 of Zōjōji 增上寺; another ms. (甲) underlying the Taishō does not 
have the phrase 大同年. See once more n. 147.
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 The XGSZ biography of Daoyue 道岳 (568?-636?)142 reports that 
sometime between 598 and 610,143 he had businessmen travelling in 
the South obtain a copy of P’s sub-commentary 疏本 on AKBh 
(along with a group of other, unnamed texts) at Xianming si 顯明寺 
in Guangzhou. The texts were in Huikai’s own hand; Xianming was 
Huikai’s home temple (T50, 527b22-c2).144

Mile xiasheng jing 彌勒下生經

Fajing: ---
Fei: 1 juan; in his list of sixteen Liang texts.
Yancong: ---
Jingtai: ---
Neidian: Chengsheng 3 [554; var. 2 = 553, “Palace”], at Baotian si 寶田寺145 

in Yuzhang.
Fei notes: Chengsheng 3 [=554]. “At Baotian si in Yuzhang . . . for a group of 

ten or so eminent monks led by Śrāmaṇera Huixian 慧顯” (T49, 
98c24-99a1).

Jingmai: Chengsheng 3 [554], at Zhengguan si.
XGSZ: ---
Mingquan: As Neidian/Fei notes. Cites Fei as his source. 
Zhisheng: As Neidian. The text is included in Zhisheng’s list of lost Liang 

texts, and he notes again elsewhere that it is lost (T55, 538b10; also 
629c28-630a4). 

Qi xin lun shu 起信論疏 [comm. on AF]

Fajing: ---
Fei: 2 juan; in his list of sixteen Liang texts.
Yancong: --- 
Jingtai: ---

142  Daoyue was a disciple of Daoni 道尼 (d. after 590), a disciple of P. See Keng 
(2009): 325-326. The usual dates for Daoyue, as given here, are inconsistent with a 
passage in his XGSZ biography that gives his age in 612 (Daye 大業 8) as 44 (if we 
calculate by xusui 虛歲). 
143  Following Keng’s calculations, Keng (2009): 335.
144  See Keng (2009): 334-335, for discussion of this episode.
145  On this temple name, see Renwang bore jing below.
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Fei: 2 juan; in his list of sixteen Liang texts.
Yancong: ---
Jingtai: ---
Neidian: As Fei.
Fei notes: Taiqing 3 [549]; at Meiye si 美業寺 in Xinwu 新吳 (T49, 99a12). 

This note is only found in the Korean canon (missing in Song, Yuan, 
Ming). However, in the Song, Yuan and Ming, it would be covered 
by an alternate note to the same effect (not found in the Korean): 
“The above three commentaries were all translated in Taiqing 3 at 
Meiye si in Xinwu.”139

Jingmai: --- 
XGSZ: ---
Mingquan: ---
Zhisheng: Excluded from consideration as an original P composition.
Other: It is particularly noteworthy that something like a text with this title 

may be referred to in P’s own ZSL.140

Jushe lun jie 俱舍論偈

See above under AKBh T1559.

Jushe lun shu 俱舍論疏 [sub-comm. to AKBh]

Fajing: ---
Fei: 60 juan;141 in his list of forty-eight Chen texts.
Yancong: ---
Jingtai: ---
Neidian: As Fei.
Jingmai: --- 
XGSZ: ---
Mingquan: ---
Zhisheng: Excluded from consideration as an original P composition. 
Other: Huikai’s Preface to AKBh (above) also reports that a sub-commen-

tary in 53 juan was completed alongside translations of AK and 
AKBh.

139  See n. 161.
140  See n. 67.
141  So in Song, Ming, Yuan, “Palace”; in Korean alone, “16 juan”.
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Fanzhi lun 反質論135

Fajing: 1 juan; Chen (T55, 141b16).
Fei: 1 juan; in his list of forty-eight Chen texts.
Yancong: As Fajing (T55, 177c6-11).
Jingtai: As Yancong.
Neidian: As Fei.
Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: As Fei; cites Fei as his source.
Zhisheng: Liang. Lost. “I suspect that this is the Rushi lun included in the 

Tripiṭaka, which is entitled Rushi lun fan zhinan pin” (T55, 546a3, 
637b16). 

See also Rushi.

Jin guangming shu 金光明疏 [comm. on Suv]

Fajing: ---
Fei: 13 juan; in his list of sixteen Liang texts.
Yancong: ---
Jingtai: ---
Neidian: As Fei.
Fei notes: Taiqing 5136 [551]137 (T49, 99a9).
Jingmai: --- 
XGSZ: ---
Mingquan: ---
Zhisheng: Excluded from consideration as an original P composition.

Jiushi yi ji 九識義記138

Fajing: ---

135  This looks like it is just an alternate name for Rushi, but a number of catalogues list 
it separately; see Zhisheng’s comments.
136  See n. 52.
137  If this is the correct year, it would mean that, according to the parenthetical annota-
tions of the post-Neidian commentator (who ascribes the root text to Chengsheng 1 
[552]), the comm. was translated before the root text!
138  On particular problems connected with rumoured texts of this and similar titles, see 
Radich (2008): 105-117.
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1 juan, 10 pages. Annotations to other texts suggest this was the 
synoptic summary of MPNMS ascribed to Vasubandhu.134

See also Niepan.

Duo fu lun 墮負論

Fajing: 1 juan; Chen (T55, 141b17).
Fei: 1 juan; in his list of forty-eight Chen texts.
Yancong: As Fajing (T55, 177c8-11).
Jingtai: As Yancong.
Neidian: As Fei.
Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: As Fei; at Zhizhi and Wangyuan si; cites Fei as his source (T55, 

408a22-25).
Zhisheng: Lost.

Fan waiguo yu 翻外國語

Fajing: ---
Fei: 7 juan; in his list of forty-eight Chen texts.
Yancong: --- 
Jingtai: ---
Neidian: As Fei.
 A brief notice lists a Fan fan yan 翻梵言 in 7 juan, which seems 

likely to be this same text (T55, 332a2-3). This notice appears 
among a list of works composed in China, often by Chinese fi gures, 
and Daoxuan states explicitly that this was P’s own composition.

Fei notes: “Also called ‘miscellaneous matters/section’ 雜事 [*Kṣudrakavastu?]; 
also called ‘section on causes and conditions’ (? 因緣事) from the 
Abhidharmakośa” (T49, 88a22).

Jingmai: ---
XGSZ: ---
Mingquan: ---
Zhisheng: As Fei. Lost.

134  Note that Niepan is also ascribed to Vasubandhu. Zhisheng, however, lists both texts 
side by side, with differing information about the number of pages; T55, 689c11-12. 
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Da kong lun 大空論

Fajing: ---
Fei: 3 juan; in his list of forty-eight Chen texts.
Yancong: ---
Jingtai: ---
Neidian: 3 juan; at Qiyin si 栖隱寺 in Yuzhang.
Fei notes: “At Qiyin si in Yuzhang; Neidian calls it Shiba kong” (T49, 88a2).131

Jingmai:  As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: As Fei; cites Fei as his source.
Zhisheng: As Neidian. Lost.
Other: A fragment from this text may be preserved at Dai Nippon Bukkyō 

zensho 15, 381ab. This fragment has been studied as part of Prof. 
Funayama’s present research project.

See also SBKL.

Da niepan jing lun 大涅槃經論

Fajing: 1 juan; Chen; at Guangzhou (T55, 141a14).132

Fei: 大般涅槃經論; 1 juan; in his list of forty-eight Chen texts.133

Yancong: --- (but see Niepan).
Jingtai: ---
Neidian: 557-569 (Chen, after Fei). 
Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: --- 
Zhisheng: 大般涅槃經論. Chen. Lost. “Sometimes without the word 般”. 

131  The second sentence is missing in Song, Yuan, Ming, “Palace” and Shōgozō ver-
sions of the text, i.e. it is only found in the Korean. This is also the case in a couple of 
other notes that clearly refer to Neidian; 63c18, 87b23. This indicates that at least some 
of the parenthetical comments found in Fei post-date Neidian. Note that the specifi ca-
tion of Qiyin si in Yuzhang also appears fi rst in our record in Neidian. 
132  Note that Yancong’s treatment of Niepan suggests that he regards this entry as refer-
ring to that text, but corrects Fajing’s title.
133  Note that Fei lists both this title and Niepan, as if they are two different texts. We 
have already noted above that the relation between Fajing and Yancong would suggest 
that this title was given in error by Fajing; Fei appears to have taken it as indicating the 
existence of a separate text.
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Of course, Fei’s full list of forty-eight Chen texts contains quite a number of 
other texts, for which the pattern of evidence discussed so far also holds; but 
these texts are also mentioned by other cataloguers, or we otherwise have 
further information about them. Lost texts in this group are also listed below.

Liang: The format of Fei’s Liang notice is very similar to that for the Chen. He 
lists sixteen texts (T49, 98c19-99a22),130 which an appended note, citing the 
biography of P by Cao Bi 曹毘, says were translated by “the Trepiṭaka Dharma 
Master Paramārtha 波羅末陀, Zhendi in the language of the Liang, from 
Ujjayinī in Western India” between the last years of the reign of Liang Wudi 
(d. 549) and the Chengsheng era (552-554), “in the time of emperor Zhou 
Wudi”; in other words, under the Liang. This list is then repeated verbatim by 
Neidian (T55, 266a22-b19), etc. Unlike the Chen list, however, this list 
 contains no texts for which this is, strictly speaking, our only information, 
because all sixteen texts are the subject matter of one or another of Fei’s 
 interlinear notes. They are therefore listed below.

Thus, excluding the fourteen lost texts discussed above, for which our only 
information is almost certainly directly derived from Fei’s list of Chen texts 
(excluding interlinear notes), other lost texts ascribed to P by our sources are 
as follows (in alphabetical order of romanised title):

Chengjiu san sheng lun 成就三乘論

Fajing: 1 juan; Chen (T55, 141b19).
Fei: 1 juan; in his list of forty-eight Chen texts.
Yancong: As Fajing (T55, 177c5-11).
Jingtai: As Yancong.
Neidian: As Fei.
Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: As Fei; cites Fei as his source.
Zhisheng: Lost.

130  The same number is given in the summary list of translators and texts that intro-
duces this section, 95a10, repeated at 124c9. 
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Sengqie lun 僧伽論/僧佉論(sic), 3 juan;126 
the supposed 16 juan AKBh (see above under AKBh).

For one more text, our only additional information besides this pattern in Fei, 
Neidian and Jingmai is that Zhisheng repeats Fei’s notice (note that Zhisheng 
does not indiscriminately repeat all items in Fei’s list; he mentions none of the 
lost texts discussed so far), and gives the additional information that the text 
was lost by his time:

Chanding yi 禪定義, 1 juan;

Finally, for two more texts, our only additional information besides this  pattern 
in Fei, Neidian, Jingmai and Zhisheng is that Mingquan repeats Fei’s notice 
(explicitly stating that Fei is his source), but with an addendum that the text 
was translated at Zhizhi and Wangyuan temples:
 

Jin’gang bore lun 金剛般若論 [(prob. Vasubandhu’s)127 comm. on Vaj] 
(T55, 406c15-17);128

Xiu chanding fa 修禪定法, 1 juan.

Mingquan contains notes stating that other texts, too, were translated at these 
two temples, but all are probably based upon the same misreading of Fei.129 

For one interesting group, the only further information we have, over and 
above the pattern described so far, is found in interlinear notes in Fei itself, 
whose status is problematic (Da kong lun, perhaps Fan waiguo yu, Jin 
 guangming shu, Jiushi, Qi xin lun shu, Renwang bore shu, Sengseduo lü, 
Suixiang lun zhong shiliu di shu, Zheng lun shi yi, Zhonglun shu, Zhuan falun 
yiji). Because the information in these notes is particular and these texts 
 therefore cannot be discussed in groups, these texts are listed below.

126  Zhisheng argues that this text is recorded separately in error by his predecessors, but 
is actually equivalent to SK; see SK above.
127  See “Postface” to Vaj above.
128  Cf. also, however, “Postface” to Vaj above.
129  Cf. T55, 435b24-25 (concerning Vaj); 387c9-10 (concerning SdhN); 435b24-25 
(concerning Lishi). See n. 122. 
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Shiba bu lun shu 十八部論疏 [comm. on Samaya], 10 juan;124

Si di lun shu 四諦論疏 [comm. on SDL], 3 juan;
Wushangyi jing shu 無上依經疏 [comm. on Wushang], 4 juan;
Zhongjing tong xu 衆經通序, 2 juan. Neidian also includes a second 
 notice, which says explicitly that this was P’s own composition. This 
notice appears among a list of works composed in China, often by 
Chinese fi gures (T55, 332a2-3, in a chapter entitled 歷代道俗述作注解
錄).

For three more texts, our only additional information is that they are also listed 
in Jingmai. Jingmai states that after he was prevented by the “karmic wind” 業
風 from returning to India, P entered into a period of “extended residence” 延
住 at Zhizhi si under Ouyang’s patronage; in the next breath, he specifi es that 
in the period between 556/557 and 569, P translated a list of forty texts (T55, 
364c19-365a7). The error in the date of the fi rst year of the Chen dynasty, the 
wording of the dates, and the order in which these texts are listed clearly show 
that this account is derived from Fei. The only difference between Jingmai’s 
and Fei’s lists are that Jingmai omits original works,125 and adds SBKL, Ālamb 
and Hasta. Now, it might be natural, reading Jingmai’s account in isolation, to 
think he is specifying that all these works were translated at Zhizhi si. However, 
other information (XGSZ, AV colophon, AKBh Preface, Vim Postface, MSg 
Preface) indicates that P did not reside there until 562, and that he was also 
later forced to move elsewhere before he died. We should therefore not 
 conclude that Jingmai is giving independent, reliable information that works 
were translated at Zhizhi – or during the period of residence there – when no 
independent corroboration of that fact is available. Thus, we can add to the 
group above the following texts, which appear in Jingmai’s list as well as Fei 
and Neidian, but nowhere else:

Foxing yi 佛性義, 3 juan;

124  Note disputes over the attribution of Samaya(1) = Shiba bu lun discussed above. If 
P did not translate Samaya(1), but rather, only Samaya(2), why would he author a com-
mentary giving the name of the text as Shiba bu lun (and thus, seemingly, commenting 
on Kumārajīva’s translation of the text rather than his own)?
125  Mainly (sub-)commentaries: the Jushe lun shu, Jin’gang bore shu, Shiba bu lun 
shu, Jie jie lun shu, Wushang jing shu, Rushi lun shu, Si di lun shu, Po wo lun shu, 
Suixiang lun zhong shiliu di shu, Zhongjing tong xu, and Fan waiguo yu.
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in Fei, though the same information is sometimes then repeated by various 
cataloguers. This pattern in the distribution of evidence is observed for no 
extant texts.

These texts are discussed by Fei in two groups, for the Liang and Chen 
 dynasties respectively. The Liang list is more complex, and so it is actually 
easier to discuss the Chen texts fi rst. First, we fi nd a small group of texts for 
which our only evidence is in Fei and Neidian. Fei gives a list of forty-eight 
texts (T49, 87c12-88a22),120 which discussion following, citing the biography 
by Cao Bi 曹毘三藏歷傳 as its source, says were all translated “during the 
time of Emperor Wu of the Zhou 周武帝 (543-578, r. 560-578), over a period 
of fourteen years from Yongding 1, a bingzi year [=556/557],121 to Taijian 太
建 1, a jichou 己丑 year [=569], under the Chen dynasty” (i.e. during all the 
years P was alive under Chen rule) (88a23-b9). This note goes on to say that 
the texts brought from overseas by P vastly outnumbered those he was able to 
translate, and that outside Nanjing, most of these texts are held at two temples, 
Zhizhi and Wangyuan, in Guangzhou (88b6-8);122 this seems signifi cant 
 because the wording matches verbatim otherwise uncorroborated statements 
in Mingquan that certain texts were translated at these two temples, and thus 
may be the source of a misunderstanding on Mingquan’s part. This full list and 
notice are repeated verbatim in Neidian (T55, 273a28-274a9). This is the only 
information we have about the following lost texts: 

Jie jie jing shu 解節經疏 [comm. on SdhN], 4 juan; 
Jin’gang bore shu 金剛般若疏 [comm. on Vaj], 11 juan “in total”;123

Po wo lun shu 破我論疏 [comm. on “Pudgala” ch. of AKBh], 1 juan;
Rushi lun shu 如實論疏 [comm. on Rushi], 3 juan;

120  The same number of texts is given, with P’s name given as *Kulanātha 俱那羅陀, at 
83b15.
121  This date is ambiguous: Yongding 1 was 557, but it was a dingchou year, and the 
bingzi year was 556.
122  其梵本『華嚴』、『涅槃』、『金光明』將來建康已外、多在嶺南廣州制
旨、王園二寺. 
123  This may refer to the fact that the comm. was supposed to be 10 juan, and the root 
text 1 juan; see also the “Postface” to Vaj above.



External Evidence Relating to Works Ascribed to Paramārtha

76

Yancong: As Fajing (T55, 161c26).
Jingtai: As Yancong; 14 pages.
Neidian: As Fei.
 As Jingtai.
Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: As Fei; cites Fei as his source.
Zhisheng: Extant. Chen.

Sāṃkhyakārikā 金七十論 T2137 [*Suvarṇasaptati/*Kanakasaptati] (SK)

Fajing: ---
Fei: 2 juan; in his list of forty-eight Chen texts.
Yancong: 3 juan; Chen (T55, 153c20-23).  
Jingtai: As Yancong; 53 pages. “A non-Buddhist treatise from the Western 

Regions” (T55, 196b27). 
Neidian: 3 juan, 52 pages.
Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: --- 
Mingquan: --- 
Zhisheng: 3 juan; Chen. Extant. “By the non-Buddhist sage Kapila 外道迦毘

羅仙人. It expounds twenty-fi ve reals, and [so] is called the 
‘ Enumeration Treatise’ (數論, *Sāṃkhya-śāstra). Some hold it has 2 
juan. In such catalogues as Fei, etc., a separate Sāṃkhya-śāstra 僧
佉論 is listed, but this is an error; sengqie 僧佉 in Skt. (sāṃkhya) is 
translated into Chinese as shu 數” (T55, 545c25-26; also 624a9-13; 
697a27). 

Other: The end of the fi rst juan also carries a note (in the Korean canon 
only, but not the Song, Yuan and Ming), quoting Zhisheng’s critique 
of the double listing in Fei and Neidian (T43, 1251a26-b5).

See also Sengqie lun (discussed under the fi rst group of lost texts below; see 
also n. 126).

LOST TEXTS

For some lost texts, the pattern of evidence is identical, and it will therefore 
clarify matters, and save space, if we treat them together. The overall pattern 
is that we have little or no information about these texts, except what is given 
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Neidian: As Jingtai.
Fei notes: One of fi ve texts said to all have been translated in Taiqing 4 

[550].118 
Jingmai: 1 juan; Chengsheng 3 [554] at Zhengguan si.
XGSZ: ---
Mingquan: As Neidian; cites Neidian as his source.
Zhisheng: Refutes the ascription to P, on the grounds that the diction is not 

typical, and he already has a separate translation of the same text 
(T2033) (T55, 519a1; 538c16-18; 621c1-5).

Editorial note: The Song, Yuan, Ming and Palace editions of the canon have an 
editorial note appended to the end of the text, quoting Zhisheng’s 
refutation of its ascription to P (T49, 19c15-28).

See also T2033; Shiba bu lun shu.

Samayabhedôparacanacakra 部執異論 T2033 (Samaya(2))

The title of this item is subject to an extraordinary degree of confusion.
Fajing: ---
Fei: 執部異論; 1 juan; in his list of forty-eight Chen texts.
Yancong: 部異執論; 1 juan; Chen (T55, 156a3-6).
Jingtai: 部異執論; as Yancong; 9 pages.
Neidian: As Fei, except title given as 執異部論.
 執異部論; 9 pages; Chen.
Jingmai: 部異執論; 1 juan; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: --- 
Mingquan: As Neidian; at Zhizhi and Wangyuan si. Cites Fei as his source. 
Zhisheng: 部執異論;119 Chen. 1 juan. Extant. “Also called 部異執論.” Notes 

that it is the same as T2032, and would thus constitute a second 
translation. 

See also T2032; Shiba bu lun shu.

Posoupandou fashi zhuan 婆藪槃豆法師傳 T2049 [“Biography of the Dharma 
Master Vasubandhu”] (Vas bio)

Fajing: 婆藪槃豆傳; 1 juan; Chen (T55, 146a19).
Fei: 1 juan; in his list of forty-eight Chen texts.

118  See n. 150.
119  This is the fi rst time we get the title given in our extant text.
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texts.114 The oral interpreters 傳語人 were *Ūrdhvaśūnya of India 天
竺國月支首那 and others, and Zhikai and others acted as amanuen-
sis; and the endeavour took a total of two years (i.e. to 555). Many 
scholars have considered this preface spurious;115 but Chen Yinque 
has pointed out that some details it contains are historically accu-
rate, and could only have been known by someone very close to P, 
so that we cannot entirely dismiss it out of hand.116 A verbatim 
phrase from this preface, giving the unusual date Chengsheng 3, is 
also found in the preface to Śikṣānanda’s “retranslation” of AF (T32 
[1667], 583c8-9).117

Da zong di xuan wen ben lun 大宗地玄 本論 T1669 (Dazong)

Fajing: ---
Fei: ---
Yancong: ---  
Jingtai: --- 
Neidian: --- 
Jingmai: --- 
XGSZ: --- 
Mingquan: ---
Zhisheng: ---

Samayabhedôparacanacakra 十八部論 T2032 (Samaya(1))

Fajing: ---
Fei: 1 juan; in his list of sixteen Liang texts.
Yancong: 1 juan; Chen (T55, 156a1-6).
Jingtai: As Yancong; 7 pages.
114  These texts are mostly otherwise unknown: a xuanwen (玄 ; presumably, a com-
mentary on diffi cult points) in 20 juan on AF itself; a xuanwen on the “large text” (大
品; this would normally refer to the larger Prajñāpāramitā) in 4 juan; a “Sūtra on the 
Twelve Nidānas” 十二因緣經 in 2 juan; and a “Treatise on the Meaning of the Ninth 
[Nine] Consciousness[es]” 九識義章 in 2 juan. On problems surrounding the putative 
existence of a text by P on “nine/ninth consciousness”, see Radich (2008): 105-118.
115  See particularly Demiéville (1929): 11-15.
116  Chen (1948).
117  According to the Taishō apparatus, this preface does not appear in the Song, Yuan 
and Ming canons.
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Lu Yuanzhe 陸元哲.
Fei notes: Year 4 of “the same era” [Taiqing = 550];110 at the residence of Lu 

Yuanzhe (T49, 99a5).
Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: Cites Neidian.
Zhisheng:  Liang. Extant. 25 pages. “In Neidian, AF is recorded under both the 

Liang and the Chen dynasties. This is an error” (T55, 546c28-29). 
Notes the problem with the Fei (notes) use of the Taiqing reign date 
(538b3-4).111 From his criticisms of the Sui Zhongjing mulu in 7 
juan: “The fourth error is that it includes the Sūtra on Humane 
Kings and AF in the catalogue of dubious texts” (575c18). Cites the 
Zhikai 智愷 preface (see below): corrects to Chengsheng 2 = guiyou 
癸酉 [553]; Jianxing si 建興寺 in Hengzhou in Shixing Command-
ery; text recited by *Ūrdhvaśūnya, taken down by Zhikai, who also 
wrote the preface (538b6-7).

Preface: The text also bears a preface (T32, 575a6-b5),112 supposedly by 
Zhikai. As is well known, this preface contains remarkable, not to 
say strange, information: Liang Wudi, it claims, sent a mission to 
Magadha in Central India 中天竺摩伽陀國 specifi cally to fetch this 
text (“sūtra”), along with Dharma Masters. This mission met 
*Kulanātha 拘蘭難陀 (=P), who accepted the behest of the king [of 
Magadha] to go to China, in the company of one *Gautama 瞿曇 and 
“numerous attendants”, bringing Buddha-images with them. The 
rebellion of Hou Jing intervened and prevented P from “spitting out 
the pearl in his mouth” 含珠未吐, and he contemplated returning to 
India. Fortunately, however, he found collaborators and patronage, 
and translated the text, beginning on the tenth day of the ninth 
month of Chengsheng 3 (sic) = guiyou 癸酉 (553),113 at Jianxing si 
in Hengzhou in Shixing Commandery, along with a number of other 

110  同四年, referring to 太淸四年 as given for Shiqi in the previous line (T49, 99a4-5). 
See n. 52. 
111  See n. 52.
112  Missing in the Korean canon, and supplied by the Taishō editors on the basis of the 
Song, Yuan, Ming and “Palace” versions.
113  This is apparently an error. Chengsheng 3 [554] was a jiaxu 甲戌 year, and it was 
Chengsheng 2 [553] that was guiyou. 
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Neidian: As Fei.
 As Jingtai, but adds: at Nankang Commandery 南康郡 (T55, 

301a26, 325a5). 
Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: As Neidian, but 70 pages; cites Fei as his source.
Zhisheng: Chen. Extant. 75 pages.

Ratnāvalī 寶行王正論 T1656 (Ratna)

Fajing: 1 juan; Chen (T55, 141b23).
Fei: 1 juan; in his list of forty-eight Chen texts.
Yancong: As Fajing (T55, 177c9-11).
Jingtai: As Yancong.
Neidian: As Fei.
Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: “Translated during the reign of Emperor Wu by the Trepiṭaka 

Paramārtha of Ujjayinī in Western India.” Cites Fei as his source.
Zhisheng: Chen. Extant. 1 juan, 19 pages.

Dasheng qi xin lun 大乘起信論 T1666 [The “Awakening of Faith”] (AF)

Fajing: 1 juan. “People say that this treatise was translated by Paramārtha, 
but upon investigation, the catalogue of Paramārtha’s works does 
not contain it, and I have therefore included it in the ‘dubious’ 
 category” (T55, 142a16).

Fei: 1 juan; in his list of sixteen Liang texts.
Yancong: Qi xin lun 起信論; 1 juan; Chen (T55, 153c10-12).108

Jingtai: As Yancong; 23 pages.
Neidian: 23 pages; Datong 大同 4 [538!] (T55, 266a26);109 at the residence of 

108  Note that Yancong does not remove AF, but does remove Yijiao, where both are 
given identical treatment in Fajing. Yancong usually follows Fajing quite faithfully. It 
is thus perhaps signifi cant that he keeps AF, and does not repeat Fajing’s doubts about 
the ascription of the text to P.
109  大同四年在陸元哲宅出. This would seem to be copied directly from Fei, except 
that Daoxuan has silently “corrected” 同四年 to make it refer to the Datong era ( perhaps 
in the awareness that there was no Taiqing 4; see n. 52). Note that P was not yet in 
China in 538. See also n. 147.
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*Lokaprajñaptyabhidharma-śāstra 立世阿毘曇論 T1644104 (Lishi)

Fajing: 10 juan; Chen (T55, 142b5).
Fei: 10 juan; in his list of forty-eight Chen texts. Chronological table: 

Yongding 3 [559] (T49, 47a2).
Yancong: As Fajing (T55, 155c25-27).
Jingtai: As Yancong; 173 pages.
Neidian: As Fei, but Yongding 2 [558].
 As Jingtai, but adds: at Shixing Commandery105 (T55, 301a20, 

324c27). 
Fei notes: Yongding 3 [559].
Jingmai:  As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: “Translated under the Chen, in Yongding 3 [559], by the Trepiṭaka 

Paramārtha, at Zhizhi and Wangyuan Temples [and] at Shixing 
Commandery. From [Fei] Changfang’s catalogue.”106

Zhisheng: Chen. Extant. “The title is Lishi pitan zang 立世毘曇藏, and is 
sometimes found without the word lun 論; it is also known as the 
Tiandi ji jing 天地記經.107 Translated in Yongding 3 [=559]; 
catalogue(s?) state that it is of 15 juan, but I have been unable to 
check 未詳” (T55, 545c20-21). A second similar note adds “164 
pages.”

Si di lun 四諦論 T1647 (SDL)

Fajing: 4 juan; Chen (T55, 142b8).
Fei: 4 juan; in his list of forty-eight Chen texts.
Yancong: As Fajing (T55, 156a2-6).
Jingtai: As Yancong; 74 pages.
104  One of a group of cosmological texts related to the Lokasthānaprajñaptipāda of the 
Prajñapti-śāstra 施設論. Others include DA(30) 世記經 T1 (1), 114b7 ff; 大樓炭經 
T23; 起世經 T24; and 起世因本經 T25; MN 130, the Devadūta-sutta; and AN 1:138 
ff., “Devadūta”. See Okano (1998): 65-67; Willemen (2008): 134-131; Ulrich Kragh, 
DDB s.v. “Shi she lun 施設論”. I have followed Okano for the Skt. title, which corre-
sponds to the Pāli Lokapaññatti.
105  Shixing Commandery was located in the area of modern Shaoguan 韶關 City in 
Guangdong Province.
106  No note to this effect is contained in the extant Fei.
107  I have found no other information connecting to this title.
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Jingtai: As Yancong; 23 pages.
Neidian: 知實論 (sic), but 如實論 elsewhere (T55, 321c1); otherwise as 

 Jingtai.
Fei notes: One of fi ve texts said to have all been translated in Taiqing 4 

[550].102

Jingmai: 1 juan; Chengsheng 3 [554] at Zhengguan si.
XGSZ: ---
Mingquan: ---
Zhisheng: Liang. Extant. As Fei (notes).
See also Fanzhi lun.

Suixiang lun jie shiliu di yi 隨相論解十六諦義 T1641 [*Lakṣaṇânusāra~?103] 
(SXL)

Fajing: “*Guṇamati’s Suixiang lun” 求那摩底隨相論; 1 juan; Chen (T55, 
141b18).

Fei: Title as Fajing; 1 juan; in his list of forty-eight Chen texts. 
Yancong: As Fajing, but title simply 隨相論 (T55, 156a5-6).
Jingtai: As Yancong, but 2 juan; 34 pages.
Neidian: As Fei.
Fei notes: At Shixing 始興 Commandery (T49, 88a20).
Jingmai:  As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: As Fei; at Zhizhi and Wangyuan Temples; cites Fei as his source 

(T55, 408a22-25). A second notice refers to the Fajing title, and 
gives 34 pages (435b16-17).

Zhisheng: Chen. 2 juan; 1 juan, 34 pages. Extant. “Also called ‘*Guṇamati’s 
Suixiang lun’”.

102  See n. 150.
103  It is generally recognised that this is a commentary on a set of categories given at 
AKBh ad AK 6.17, Pradhan (1967): 343, VP (1980): 4:163, cf. P AKBh T29, 271b22 
ff; and discussed ad AK 7.13a, Pradhan 400, VP 5:30-39, P AKBh 288b4 ff; see Yoshi-
zu (2003): 277-278. Vasubandhu discusses sixteen “aspects” (ākāra) of the Four Noble 
Truths (four each). The text is ascribed to Guṇamati. As Yoshizu points out, a text extant 
in Tib. translation by Guṇamati’s disciple Pūrṇavardhana (Peking 5549) comments on 
the same AKBh material, and is entitled Lakṣaṇânusāriṇī; Yoshizu 278. Thus, the fi rst 
part of the Ch. title here is likely to refl ect something similar to Pūrṇavardhana’s title; 
though we should not necessarily assume that the entirety of the Chinese title refl ects 
any underlying Skt. 
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 Ālambanaparīkṣā 無相思塵論 T1619 (Ālamb)

Fajing: ---
Fei: ---
Yancong: 1 juan; Chen (T55, 153c21-23).
Jingtai: As Yancong; 2 pages.
Neidian: As Yancong.99

 As Jingtai, but 3 pages.
Jingmai: 1 juan; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: 1 juan, 3 pages; Chen. Cites Jingmai (sic!) as his source (T55, 

407a19).
Zhisheng: Chen. Extant. Matches it with the Tang translation, referring to 

Jingmai and Neidian.

Hastavālaprakaraṇa 解捲[拳]100論 T1620 (Hasta)

Fajing: ---
Fei: ---
Yancong: 1 juan; Chen (T55, 153c22-23).
Jingtai: As Yancong; 2 pages.
Neidian: As Yancong.101

Jingmai: 1 juan; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: As Neidian. Cites Neidian as his source (T55, 408a2-3).
Zhisheng: Chen. Extant. Matches it to the Tang translation, referring to 

 Jingmai and Neidian.

Rushi lun fan zhinan pin 如實論反質難品 T1633 (Rushi)

Fajing: 如實論; 1 juan; Chen (T55, 141b12). 
Fei: 1 juan; in his list of sixteen Liang texts.
Yancong: As Fajing (T55, 153c14).

 99 Note that this title, with no additional information, is given in a section which oth-
erwise seems to be dependent upon Fei. Fei, however, does not mention this text, sug-
gesting either that Daoxuan corrected and supplemented the Fei material from Yancong, 
or that Fei originally had an entry that was somehow lost.
100  拳: Song, Yuan, Ming, “Palace”. 
101  See n. 99.
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SWXL is cited in the She dasheng lun zhang juan diyi 攝大乘論章
卷第一 T2807, where it is called Wuxiang lun.96 It is also quoted 
by Daoji (writing ca. 630-637),97 and in T2809 (probably also by 
Daoji).98 T2809 also calls the text Wuxiang.

Xianshi lun 顯識論 T1618 [*Khyātivijñāna-śāstra?] (XSL)

Fajing: ---
Fei: ---
Yancong: --- 
Jingtai: ---
Neidian: ---
Jingmai: ---
XGSZ: ---
Mingquan: 1 juan; no translator (T55, 466c10); in another entry, listed without 

a translator in the Korean canon, but attributed to P in the Song 
 version, and P under the Chen in the Yuan and Ming versions 
(407b2). 

Zhisheng: 19 pages. Chen. Extant. “A title within this text states that it is the 
‘Xianshi Chapter’, found in the Wuxiang lun; and a byline states it 
was translated by Paramārtha. I therefore add it to the present list” 
(T55, 545c3; also 609a18-19, 690b14, 714a27). 

Other: XSL appears to be predicated upon P’s MSgBh (it takes the form of 
an exposition of terms expounded in that text). It cites SdhN using 
P’s unique title (see SdhN above). An interlinear note refers to Vim 
(see Vim).

 96 T85 (2807), 1016c19-21, cf. SWXL 872a5-6; T85, 1018b29-c5 (also 1020c15-17, 
1021a15-16), cf. SWXL 869c13-15; see also discussion of 阿摩羅究竟淨識, T85, 
1013c20-21, 1014a13-14, 1014a25-26, 1014b4-6, probably referring to SWXL 872a14-
15. The date of T2807 is uncertain, but the best estimates of modern scholars, including 
Oda Akihiro, Katsumata Shunkyō, Shengkai and Keng, tend to place the group of Dun-
huang texts to which it belongs sometime between 590-640. See Shengkai (2006): 1:47-
59.
 97 See Radich (2008): 123 n. 385.
 98 T85 (2809), 1044b3-5, quoting SWXL 867b26-27; T85, 1045a2-3, quoting SWXL 
867b24-25; T85, 1044a23-25, quoting SWXL 867b25-26. See also n. 65.
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Hyegyun 慧均 (d.u., fl . 574-580s?).92

See also Da kong lun.

San wuxing lun 三無性論 T1617 [*Niḥsvabhāvatātraya-śāstra?] (SWXL)

Fajing: 1 juan; Chen (T55, 141b10).
Fei: 1 juan; in his list of forty-eight Chen texts.
Yancong: As Fajing (T55, 153c11-12).
Jingtai: As Yancong, but 2 juan; 34 pages.
Neidian: As Fei.
 As Jingtai.
 As Jingtai, but 44 pages.
Jingmai: 2 juan; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: As Neidian (44 pages, not 34 as Jingtai). Gives Neidian as his 

source.
Zhisheng: 2 juan, 35 pages. Chen. Extant. “The title states that this is the 

Chapter on the Threefold Absence of Essential Nature excerpted 
from the Wuxiang lun. It is sometimes given as 1 juan” (T55, 690c5; 
also 545c7, 609c5).93

Other: SWXL is referred to in P’s own SBKL.94 Zhiyi may have known it.95 

 92 非淨非不淨, X46 (784), 599c18, and more generally c16-21 etc., quoting SBKL 非
淨非不淨 T31, 863a27-28, 非淨非不淨 863b19; see Radich (2008): 123 n. 334. Huijun 
introduces his discussion by saying 翻攝論等崑崙三藏法師明言 (kunlun 崑崙, 
“black”, “dark”, presumably referring to P’s dark skin). In the same passage, Huijun 
also accurately discusses unique parts of P’s MSgBh, for which see Radich (2008): 123 
n. 336. On Huijun, see Radich (2008): 121-122 n. 330.
 93 This is the fi rst mention in any catalogue of the so-called Wuxiang lun. According 
to the Taishō apparatus, this detail is missing from the Ming; I cannot see that the edi-
tors give any indication about the Song, Yuan, “Palace” (nor the Shōgozō) versions.
 94 See n. 90.
 95 生非實生滅非實滅, T33 (1716), 769a13-14, matching SWXL T 31, 872b20. 
 However, this piece of evidence is not conclusive. Cf. Fayun 法雲 (467-529), T33 
(1715), 671c7-8; *Ūrdhvaśūnya, T8 (231), 690c13. Lectures upon which T1716 is 
based are traditionally said to have been given in 593 during Zhiyi’s stay in Jingzhou 荊
州; however, doubts remain about the exact date and place of these lectures, and it is 
possible they took place slightly later. See Satō (1961): 58-59. Moreover, because many 
of Zhiyi’s texts were revised in light of other information (e.g. the work of Jizang) by 
Zhiyi’s disciple Guanding 灌頂 (561-632), it is diffi cult to be sure which details in 
those texts date back to Zhiyi himself.
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verbatim, but calls it Shelun 攝論 i.e. MSgBh.88 FXL is also cited 
numerous times in T2809.89

Shiba kong lun 十八空論 T1616 (SBKL)

Fajing: ---
Fei: Contains no notice of this text, but it seems highly likely the title Da 

kong lun 大空論 is in error for 十八~ (note the close similarity 
 between 大 and 十八 when written vertically). See below.

Yancong: 1 juan; Chen (T55, 153c16).
Jingtai: As Yancong; 19 pages.
Neidian: 1 juan, 19 pages. Does not list a translator. Note that Neidian lists 

both this text and the supposed Da kong lun.
Jingmai: 1 juan; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si? Also lists Da kong 

lun separately.
XGSZ: ---
Mingquan: 1 juan; 19 pages. Cites Jingmai as his source (T55, 407b17-18).
Zhisheng: 1 juan; Chen. Extant. Cites Jingmai as his source.
Other: SBKL refers to SWXL;90 Vim (T31, 864a23); and SdhN, using P’s 

unique title (see SdhN above). Jizang mentions SBKL by name (T34 
[1720], 380b17-18). Zhiyi mentions a list of eighteen emptinesses 
which does not match the list in SBKL exactly, but matches it more 
closely than any other predecessor.91 It is also quoted by Huijun/

 88 T37 (1744), 78b10-12, cf. FXL T31, 799a9-10; T40 (1818), 801c28-802a3, cf. FXL 
796b22-26.
 89 T85, 1037b10-13, cf. FXL T31, 806c20-23; T85, 1038a17-18, a20-24, cf. FXL 
803a18-21; T85, 1038b21-28 (also 1040b5-9, 1041c24-1042a1), cf. FXL 807b7-10; 
T85, 1040b18-20, cf. FXL 795a5-9; T85, 1045a23-25, cf. FXL 794c3-5; see also T85, 
1037b16. On T2809, see n. 65.
 90 T31, 864b11-12. This is not a verbatim quote, but cf. SWXL T31, 871b16-18 ff., 
872c23-25 ff.
 91 Zhiyi’s list looks like a mixture of the list of sixteen types of emptiness found in P’s 
MAV, T31, 452c16-20, and the list of eighteen found in SBKL, T31, 861a20-25 (espe-
cially in the latter half of Zhiyi’s list, and in the fact that he has eighteen and not sixteen 
categories); see T46 (1925), 689b12-17. The resemblance to SBKL, in respect of names 
given to categories otherwise found nowhere in a list so similar, is too close to be coin-
cidental, and shows that Zhiyi almost certainly knew SBKL as well as MAV.
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 As Jingtai (T55, 321a19).
 As Jingtai, but 48 pages (295a29). 
Fei notes: At Linchuan Commandery (T39, 88a3).
Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: As Jingtai; cites Fei as his source.
Zhisheng: 2 or 3 juan, 38 pages; 58 pages (T55, 714a16). Extant. As Fei 

(notes).
Other: MAV is cited by P’s title in P’s MSg (and Bh), but the verse quoted 

does not match P’s MAV translation verbatim.86

Foxing lun 佛性論 T1610 [*Buddhadhātu-śāstra? *Buddhagotra-śāstra?]
(FXL)

Fajing: 4 juan; Chen (T55, 141b1).
Fei: 4 juan; in his list of forty-eight Chen texts.
Yancong: As Fajing (T55, 153b15-16).
Jingtai: As Yancong; 82 pages.
Neidian: As Jingtai.
Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: As Jingtai; cites Fei as his source.
Zhisheng: Chen. 83 pages. Extant.
Other: FXL cites P’s own Wushang (see Wushang above) and SdhN (see 

SdhN). Jizang draws heavily on FXL, and clearly has in mind the 
present text and knows it well.87 Sometimes, Jizang quotes FXL 

 86 See n. 75.
 87 Jizang sometimes quotes FXL by name, sometimes quotes it without notice, and 
sometimes just calls it “the treatise” 論. See T37 (1744), 37c22-23, cf. FXL T31, 
811a16-17; T37, 47b28-c10, cf. FXL 812c16-26; T37, 53a24-28, cf. FXL 807a17-b1 
(the term 安立諦 here could only have been derived, in Jizang’s time, from P’s FXL, 
SWXL or MSg and Bh; cf. also Jizang’s T42 [1825], 184a10-11, T45 [1852], 14c24; 
T45 [1853], 15c20-23); T37, 53b20-c5, cf. FXL 802b23-c9; T37, 54a12ff., cf. FXL 
807c9 ff.; T37, 61c12 ff., cf. FXL 811a26-27 ff.; T37, 67b24-28, cf. FXL 808b15-16, 
c1-5; T37, 70c4-6, cf. FXL 802c23-25; T37, 80b21-27, cf. FXL 810c29-811a7; T40 
(1818), 803b15-20, cf. FXL 810c24-28; T40, 806a3-7, cf. FXL 811c16-21. I have not 
yet been able to match some other references against FXL: T34 (1721), 570b26-27; T37 
(1744), 35b10-11; T38 (1781), 977b9-10.
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Guangzhou.
Fei notes: “Or 12 juan” (T49, 47a7; missing in Song, Yuan, Ming and “ Palace”); 

“also in 12 juan; a re-translation by Paramārtha, which led to a 
 difference in length” (114c15).82

Jingmai: ---
XGSZ: ---
Mingquan: 12 juan,345 pages; at Guangzhou; cites Neidian as his source.
Zhisheng: “The Fashang catalogue 法上錄83 says that in Taiqing 2 [=448] of 

the Liang the Trepiṭaka Paramārtha translated MSg[Bh?] in 20 juan. 
This is an error; most [catalogues] have it at 12 [juan]; this [must 
therefore be] a scribal error. Here, on the basis of [Fei] Changfang[’s] 
and other catalogues, I ascribe P’s translation of MSg to the Chen. It 
does not appear in Liang catalogues, and I therefore do not retain it” 
(T55, 637c4-5).

 Criticising the errors of predecessors: “As to the supposed 12- and 
15-juan MSg[Bh?] translated by P, two such separate texts do not 
exist, and it is an error to state that these are two separate texts and 
[that] a re-translation [occurred]” (575c17-18). Similarly: “Although 
the number of juan differs, the text is the same” etc. (577a5; also 
578b9, 608c4-5, 665a19-23).84

Other: Note that the Huikai “Preface” to MSg and MSgBh states that the 
original translation of MSgBh was in 12 juan (see above). 

Madhyântavibhāga-bhāṣya 中邊分別論 T1599 (MAV)

Fajing: 中邊論; 3 juan; Chen (T55, 141b3).
Fei: 3 juan; in his list of forty-eight Chen texts. 
Yancong: As Fajing (T55, 153c3).
Jingtai: As Yancong, but 2 juan; 38 pages.
Neidian: As Fei, but title 中邊分別論; “along with commentary in 3 juan” 

(T55, 273b15).85

 82 See note 70.
 83 A lost catalogue compiled under the N. Qi 北齊 by Fashang 法上 (495–580).
 84 Katō proposes that when Zhisheng stated that the 12- and 15-juan versions of the 
text were shou mo quan tong 首末全同 (T55, 665a22), it may only indicate that he 
glanced at the beginning and end of each, and thus that he may have overlooked dis-
crepancies between the two versions; Katō (1932): 179.
 85 Given how infrequently Neidian adds to information in its predecessors, this may 
indicate Daoxuan had actually seen the commentary.
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from Song, Yuan, Ming and “Palace”), says that this translation took 
place under the patronage of Ouyang Ge (?-570), the Regional 
 Inspector of Hengzhou. The scholaist monks from Danyang 丹陽義
學僧, Sengzong and Huikai, acted as oral interpreter 傳語 and 
amanuensis 筆受. In the fi fth month of Kaihuang 1 [582], the 
 Commandery Governor 郡守 of Yuzhang 豫章, Wang Qin 王欽, 
memorialised the throne, stating that this text was the same as that 
in the possession of [Tan]qian 曇遷 (542-607) 與遷持論不殊.

Preface: A second preface is identical to that appended to the root text, MSg 
T1593 (T31, 152c5-153b26). See above. In MSgBh, this preface is 
preceded by various notices in the different source texts consulted 
by the Taishō editors: “Brought [from?] the South 江南 by the 
Dhyāna Master [Tan]qian 遷禪師 to Xuzhou 徐州, and expounded 
講唱 [there]” (Korean); “Preface by the Śrāmaṇera Huikai” (Song, 
Yuan, Ming, “Palace”); “Translated by Paramārtha under the Chen” 
(Shōgozō).

Other: MSgBh cites P’s own Wushang (see Wushang above) and JDZL 
(see JDZL). Like MSg, when Bh cites SdhN, it uses the title unique 
to P’s translation (see SdhN).

Related text:
For this same text (MSgBh), some catalogues also list a second P translation, 
usually in 12 juan:79

Fajing: 12 juan; Chen (T55, 141c6); “an alternate translation [of the 15-juan]” 
(141c8).

Fei: ---
Yancong: As Fajing (T55, 159c9).80

Jingtai: As Yancong; 345 pages.81 
Neidian: 12 juan (Song, Yuan, Ming; 15 juan Korean), 345 pages; Chen; at 

 79 The problem of this supposed second text, and its relation to the extant 15-juan text, 
has been discussed in Katō (1932). In brief, Katō proposes that the 12-juan text was a 
straight translation of Vasubandhu’s original MSgBh, but the present text incorporates 
interpolated portions of P’s own lectures on the text.
 80 Note that Yancong corrects Fajing in a number of places. The fact that he does not 
do so here may indicate that he had independent reason to believe that two versions of 
MSgBh existed.
 81 On the basis of average number of pages per juan, Katō argues that this (and the 
same number in subsequent catalogues) is an error for 245 pages; Katō (1932): 175-
176.
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Huizhi 慧智; Huikai as amanuensis; Sengren and others participated 
in the process; the team produced at the same time, in addition to Bh 
(in 12 juan; see below), a sub-commentary in 8 juan 義疏八卷, 
making a total of 23 juan; the whole project completed in the tenth 
month 樹檀之月 of that year (563). 

Other: MSg refers to MAV by P’s title, but the citation does not match P’s 
MAV translation verbatim.75 When MSg cites SdhN, it uses the title 
unique to P’s translation (see SdhN above). 

Mahāyānasaṃgrahabhāṣya 攝大乘論釋 T1595 (MSgBh)

Fajing: Gives title as 攝大乘釋論; 15 juan; Chen; at Guangzhou (T55, 
141c7). “An alternate translation [of the 12 juan; for which see 
 below]” (141c8).

Fei: 攝大乘論;76 15 juan, in his list of forty-eight Chen texts. Chrono-
logical table: Tianjia 4 [563], “also in 12 juan” (T49, 47a7, 114c15).

Yancong: As Fajing (T55, 159c10).
Jingtai: As Yancong; 310 pages.77

Neidian: As Fei.
 As Jingtai, but 330 pages; at Zhizhi si in Guangzhou.
 A note to the XZ translation also mentions two P translations (T55, 

320c13-16).
Fei notes: Tianjia 4 [563]; “translated at Zhizhi si in Guangzhou, with Huikai 

as amanuensis; alternately in 12 juan”.
Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---78

Mingquan: Cites Fei (i.e., presumably, notes) as his source, but omits informa-
tion about Huikai.

Zhisheng: Chen. Extant. As Fei (notes). 327 pages (T55, 690a21-22). 
Preface: A Tang preface by Daoji, found only in the Korean canon (missing 

 75 T31, 126a11-16; citing MAV 2.14-16; cf. Lamotte (1973): 1:65, 2:199; correspond-
ing in P’s MAV to T31, 454c13-18. 
 76 Cf. Neidian, Jingmai etc. below. These catalogues contain a separate entry for the 
root text MSg. In combination with the number of juan, this makes it impossible, de-
spite the coincidence of title, that the entries listed here refer to the root text. 
 77 Note that according to Jingtai, the 12-juan version thus has more pages than the 15. 
See n. 81.
 78 But see n. 72.
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Mahāyānasaṃgraha 攝大乘論 T1593 (MSg)

Fajing: 攝大乘本論; 3 juan; Chen; at Guangzhou (T55, 141c13).
Fei: 攝大乘論本; 3 juan; in his list of forty-eight Chen texts.
Yancong: As Fajing (T55, 159c17).
Jingtai: As Yancong; 58 pages.
Neidian: As Fei.
 As Jingtai, without listing place.
Fei notes:  “Also in 12 juan; a retranslation by P, which differs in degree of 

abridgement” (T49, 114c15).70

Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: “In the fourth year of the Tianjia era [563] of the reign of Emperor 

Wen, the śrāmaṇeras Sengzong 僧宗, Fazhun 法准, the Vinaya 
Master Sengren and others from Jianyuan si 建元寺 in Yangdu 楊
都, and leading lights of Jianye 建業 (Nanjing), requested the 
 honour of studying the new teachings, and thus undertook the long 
journey to the South to be able to put their questions in person. Upon 
learning their motive for the journey, Paramārtha rejoiced, and 
translated MSg and other treatises for them, spending two years in 
total [i.e. to approx. 56571], and adding a commentary on the essen-
tial points of the text” (T50, 430a8-11).72

Mingquan: Chen; at Guangzhou, Wangyuan [si] (T55, 406a8);73 cites Fei as 
his source.

Zhisheng: Chen. Extant. As Fei (notes) for MSgBh (see below). As XGSZ.
Preface: In the Taishō, the text bears a preface (T31, 112b14-113b5)74 

 ascribed to “Huikai of the Chen” in the Song, Yuan, Ming and 
“ Palace” canons (but not the Korean). This ascription seems to be 
borne out by the fact that the author refers to himself as Kai. The 
preface gives these relevant details: translated under the patronage 
of Ouyang Ge, the Regional Inspector of Hengzhou 衡州, at Zhizhi 
si in Guangzhou, the head monk of which was the Dharma Master 

 70 亦十二卷。眞諦再譯致有廣略.
 71 This calculation is approximate, as it does not include travel time.
 72 This comment also probably describes the translation of Bh T1595, for which see 
below. 
 73 This is odd, given that Mingquan says Bh was translated at Zhizhi si, and only adds 
to the impression that his information about these two temples is baseless.
 74 This same preface is also prefi xed to MSgBh.
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Yancong: As Fajing; “後 (Song; 修) 道不共他 (Song: 他諦)” (T55, 159c20).69  
Jingtai: As Yancong; 11 pages.
Neidian: As Fei.
 As Jingtai.
Fei notes: At Linchuan Commandery.
Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: Tianjia 3 [562] (or later); at Zhizhi si; under the patronage of 

Ouyang Wei, known as Mu; for Huikai (see AV) (T50, 430a15-20).
Mingquan: As Jingtai; gives Neidian as his source. 
Zhisheng: Chen. Extant. As Fajing: “Opens with the words 修道不共他.” As 

XGSZ.
Preface (T31, 70a28-c13): The text bears a preface, but it does not give any 

information about the circumstances of translation.
Postface (73c17-27):  In Tianjia 4 [563], a guiwei 癸未 year, on the sixteenth 

day of the fi rst month, at Zhizhi si in Guangzhou, Huikai requested 
the Trepiṭaka Dharma Master *Kulanātha 枸羅那他/羅那那陀 to 
translate the text, and translation and lecturing continued abreast 
until the fi fth day of the third month. The root text was translated by 
the Trepiṭaka, with Huikai acting as amanuensis, yielding 2 juan; a 
commentary 義疏 of foreign origin was also translated in 2 juan. At 
the end of this period? 末, Dharma Master Sengren arrived in Panyu 
(番禺, var. 蕃隅, Guangzhou) from Jin’an with the old [Gautama 
Prajñāruci] text, and Kai compared it to the new translation, fi nding 
that the two versions were largely in agreement, but there were 
 differences in the gāthās, the explanations in prose [in the old text] 
were verbose and defi cient in meaning 詞繁義闕, and the opening 
verse of refuge-taking was missing. The postface is signed by 
 Huikai 沙門慧愷記.

Other: This text is referred to by name in P’s own SBKL (see SBKL below), 
and in an interlinear note in XSL (T31, 880b10-11). References to 
the text are relatively numerous in Jizang, Zhiyi and Jingying 
 Huiyuan, but these fi gures could be referring to the Prajñāruci 
 version T1588, which is identical in title. In some cases, however, 
the likelihood they are referring to P’s text is increased by the fact 
that they sometimes mention it in the same breath as MSgBh (T38 
[1780], 897b6-13; T42 [1824],74b1-3; T38 [1777], 544c10-13).

 69 This is the fi rst pada of the dedicatory verse. 
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WXL62) listed [immediately] previously. The byline states it was 
translated by Paramārtha, and so I have added it to the present list” 
(T55, 545c4; see also 609a20-21). Ascribed in one entry to the Sui 
(in the list of Mahāyāna treatises in fascicle 30, 714a28). 

Other: ZSL is quoted by Daoji 道基 (577-637)63 (writing ca. 630-637),64 
and in the She dasheng yi zhang 攝大乘義章 T2809 (probably also 
by Daoji).65 Both Daoji and T2809 call the text Wuxiang [lun] 無相
[論].66 ZSL also contains a reference to a “doctrine of nine/ninth 
consciousness”, or possibly a chapter on such a doctrine, which is 
important evidence for assessing the possibility that P authored a 
text with “nine/ninth consciousness” in the name; but conversely, if 
P did not author such a text, may have implications for the authentic-
ity of ZSL itself.67

Viṃśikā68  大乘唯識論 T1589 [*Mahāyāna-vijñaptimātratā-śāstra] (Vim)

Fajing: 唯識論; 1 juan; Chen (T55, 141c16).
Fei: Text and glosses together total 1 juan 唯識論 義合一卷 (T49, 

88a12); in his list of forty-eight Chen texts. 

 62 ZSL, like XSL and SWXL, is usually said to come from WXL. 
 63 Citing T31, 152a25-b23. Daoji (577-637) was a Shelun scholar in a direct line from 
P himself: P → Fatai (d. after 577) → Jingsong 靖嵩 (537-614 ) → Daoji.
 64 See Radich (2008): 131-132.
 65 See T85 (2809), 1042a12-14; quoting ZSL T31, 62a18-20; T85, 1042a11-12, para-
phrasing ZSL 62a14-15 and 62a17-18; and T85, 1041c23-24 and 1042a3-5, matching 
parts of ZSL 62a13-20 (and cf. ZSL 61c9). See also n. 98. On Daoji’s probable author-
ship of T2809, see Katsumata (1961): 795. I am grateful to Ching Keng and Ikeda 
Masanori for pointing me to Katsumata’s argument.
 66 It is unclear whether this title corresponds to any Skt.; if there were any underlying 
Skt., various possibilities suggest themselves, such as *Animitta-śāstra, *Alakṣaṇa-
śāstra, *Nirlakṣaṇa~ etc. It is also possible, however, that this title was merely given 
collectively to ZSL, SWXL and XSL by the Chinese under the Tang, and corresponds 
to no Skt. 
 67 ZSL: 就此識中、具有八種異、謂依止處等。具如「九識義品」說, T31, 62a3-
4. According to the Taishō apparatus, the phrase 九識義品 reads 九識義中 in “Palace”, 
Song, Yuan, Ming and the Chion’in Tempyō ms. 知恩院本, so that it reads 品 only in 
the Korean.
 68 On this title, see Kano (2008): 345.
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XGSZ: ---
Mingquan: Listed, with no translator, in the Korean canon, but ascribed to P 

under the Liang in Song, Yuan, Ming (T55, 407c15); 2 (var. 3, Song) 
juan; listed again without a translator (467a4). In both instances it 
is listed immediately beside the Vigrahavyāvartiṇī translated by 
Gautama Prajñāruci T1631. 

Zhisheng: 3 juan. Extant. “Contains the words ‘the language of the Liang 梁
言’ (see T30 [1584], 1018c9),60 and is [therefore] a translation of the 
Liang dynasty; examination of the language shows it is a translation 
by Paramārtha.” “In the Zhou catalogue [i.e. Mingquan], it states 
that this is the work of an unknown translator 失譯, and does not 
indicate the period in which it was translated. The present author has 
examined the style and determined that it was translated by P. A note 
in the work says ‘in the language of Liang’. Prior cataloguers have 
omitted the text, but here, we deem it a translation by Paramārtha, 
and accordingly include it in the Liang catalogue” (T55, 608c18-
19). 

Other:  JDZL is twice cited by name in P’s own MSgBh (T31, 159c28, 
162b7). The text refers by name to SdhN, using P’s unique title 
(T30, 1018c6).

See also Shiqi di lun.

Zhuanshi lun 轉識論 T1587 [*Pravṛttivijñāna-śāstra?61] (ZSL)

Fajing: ---
Fei: --- 
Yancong: ---  
Jingtai: --- 
Neidian: --- 
Jingmai: --- 
XGSZ: --- 
Mingquan: 1 juan; listed without a translator (T55, 408a1). A second listing 

states that it was in the same scroll as Hast and [Vasubandhu’s?] 
Upadeśa on the Amitābha-sūtra 無量壽經論 (T1524?) (467a12-15).

Zhisheng: Chen; 3 pages. Extant. “Excerpted from XSL (sic; probably for 

 60 欝陀南、梁言「持散」.
 61 See once more n. 5.
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in Tianjia 5 [564], a bing year (柔兆 = 丙 [566!]),58 on the second 
day of the second month, along with Sengren and others, he asked 
the Dharma Master to translate the text again, and explain its 
 meaning. This work continued until the twenty-fi fth day of the 
twelfth month of Guangda 1, a ding year (强圉 = 丁 [567]). The 
Administrator 長史 Yuan Jing 袁敬 (507-585) and his eldest son 
[Yuan] Yuanyou 元友 were also sponsors of the translation.59 

Related texts:
 Fei also contains a report of a Chen translation in 16 juan, which, 

after the common pattern of relation between catalogues, is picked 
up by Neidian, and then by Jingmai. See below under “Lost Texts” 
on a group of texts sharing this pattern of evidence. Zhisheng also 
notes these reports, but is puzzled by them, and lists this (suppos-
edly) separate text as lost. Fei’s report is tantalising, given the state-
ment in Huikai’s Preface (above) that the group actually translated 
the text twice. Is it possible that Fei’s second listing indicates that he 
had separate information about both translations, or even that both 
were still extant in his time?

 Fei also includes a 1 juan translation of the gāthās only in his list of 
forty-eight Chen texts. This is consistent with Huikai’s Preface 
(above). This report is also picked up by Neidian, and then Jingmai; 
Mingquan cites Fei, but says the text was either translated at Zhizhi 
and/or Wangyuan si. Zhisheng also says it was translated at Zhizhi, 
but notes that this text is lost.

See also Fan waiguo yu, Jushe lun shu, Po wo lun shu (grouped with lost texts 
below).

Jueding zang lun 決定藏論 T1584 [*Viniścayasaṃgrahaṇī] (JDZL)

Fajing: ---
Fei: --- 
Yancong: ---  
Jingtai: --- 
Neidian: --- 
Jingmai: ---  

 58 Once again, the lack of fi t between the two ways of indicating the year seems to 
indicate an error.
 59 On Yuan père and fi ls, see Ishida (1979): 52-53.
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Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: As Fei; at Zhizhi si and Wangyuan si in Guangzhou; cites Fei as his 

source.
Zhisheng: Chen. Extant. From the twenty-fi fth day of the fi rst month of Tianjia 

4 [563] until the tenth day of the tenth intercalary month, at Zhizhi 
si; revised between the second day of the twelfth month of [Tianjia] 
5 [564] until the twenty-fi fth day of the twelfth month of Guangda 1 
[567] (cf. Preface below).

Preface (T29, 161a5-b28): After [roughly?] twenty years of mission work in 
China, the Trepiṭaka Dharma Master *Kulanātha 俱羅那他 came to 
Panyu 番禺 [Guangzhou] in the course of an attempt to return to 
India, and Huikai took the opportunity to request him to translate the 
Mahāyānasaṃgraha and other śāstras and sūtras; this work took 
two years to complete. At this point, the Master still wanted to return 
to India, but Ouyang Ge 歐陽紇 (538-570),56 along with Huikai, 
Sengren 僧忍 and other monks, prevailed upon him to translate the 
present text. Thus, in Tianjia 4 [563], a jiashen year [564?],57 he 
began explicating the text at Zhizhi si, but before he reached the 
end of the “Anuśaya” chapter (惑品, Ch. 5), circumstances forced 
him to move his residence to Nanhai Commandery, where he 
 continued his exposition . . . Huikai acted as amanuensis . . . . By the 
tenth day of the tenth intercalary month of that same year, the 
 translation was completed, at 22 juan; along with a single-juan text 
of kārikā only, and a 53-juan sub-commentary 義疏. Subsequently, 
he was requested to lecture on the text in the city by Ouyang, which 
gave [the students who assisted in the translation, including 
 Huikai?] the opportunity to further study the text 溫故. Although 
[Huikai?] was by this time quite familiar with the overall purport of 
the text, there were still many points upon which he was doubtful, 
and he was afraid the translation might not be free of errors, and so 

 56 See n. 14.
 57 天嘉四年歲次閼逢龍集 灘. This seems to be an error: Tianjia 4 was 563, but it 
was a guiwei, not a jiashen year; the jiashen year was rather Tianjia 5 [564]. Note that 
Zhisheng, presuming that he based his date upon this preface, seems to have corrected 
accordingly.
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Jingmai: 大涅盤經本有今無偈論; 1 juan; Chengsheng 3 [554] at Zheng-
guan si. 

XGSZ: ---
Mingquan: As Neidian; cites Neidian as his source (T55, 407c20-21). Also 

cites separately a 本有今無論 (T55, 406b21-22).
Zhisheng: 1 juan; Liang. Extant. Notes that Fei (notes) ascribes this and other 

texts to Taiqing 4, but that there was no such year (T55, 538b3-4).53

See also Da niepan jing lun.

Yijiao jing lun 遺敎經論 T1529 (Yijiao)

Fajing: 遺敎論; 1 juan. “People say that this text was translated by P, but 
when we check the catalogue of his works, it does not contain any 
such treatise, and so I have included it among texts of dubious 
 provenance/attribution” (T55, 143c25).54 “This text is dubious” 
(143c26).55 

Fei: 遺敎論; 1 juan; in his list of forty-eight Chen texts.
Yancong: --- 
Jingtai: ---
Neidian: As Fei.
 Also listed among “common but spurious sūtras and śāstras” (T55, 

336a13-16).
Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: 1 juan; Chen. Cites Fei as his source.
Zhisheng: 1 juan; Chen (T55, 607c10; 667b12); 26 pages (713b23). Extant.

Abhidharmakośabhāṣya 阿毘逹磨俱舍釋論 T1559 (AKBh)

Fajing: 俱舍論; 22 juan; Chen (T55, 142b6).
Fei: 俱舍釋論; 21 juan; in his list of forty-eight Chen texts.
Yancong: As Fajing (T55, 155c26-27).
Jingtai: As Yancong; 458 pages.
Neidian: As Fei.
 As Jingtai; at Guangzhou.

 53 See n. 52.
 54 人云眞諦譯、勘『眞諦錄』無此論、故入疑. 
 55 右一論是疑惑.
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Fo Apitan jing chujia xiang pin 佛阿毘曇經出家相品 T1482 (Apitan)

Fajing: 佛阿毘曇論; 2 juan; Chen (T55, 141b5).
Fei: 佛阿毘曇經; 9 juan; in his list of forty-eight Chen texts.
Yancong: As Fajing (T55, 153c5).
Jingtai: As Yancong; 44 pages.
Neidian: As Fei; the same list also contains another entry for a 佛阿毘曇 

(T55, 273c3).
 As Jingtai, but 34 pages.
Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: As Jingtai; cites Fei as his source.
Zhisheng: Chen. Extant. “Also called –lun. Catalogues give 9 juan, but the 

present [text contains] only two scrolls 軸. I have been unable to 
determine the reason for this. Neidian records an additional Fo 
 apitan in 1 juan, but this is an error.” 

Niepan jing ben you jin wu jie lun 涅槃經本有今無偈論 T1528 (Niepan)

Fajing: --- (but see Da niepan jing lun)
Fei: 本有今無論; 1 juan; in his list of sixteen Liang texts.
Yancong: 大涅槃經本有今無偈論; 1 juan; Chen; at Guangzhou (T55, 153b15-

16).50 
Jingtai: As Yancong; 6 pages.
Neidian: 本有無論(sic); 涅槃本有今無論; as Jingtai.
Fei notes: One of fi ve texts51 said to have all been translated in Taiqing 太淸 4 

[550].52 

 50 This would appear to be Fajing’s notice for the title Da niepan jing lun, suggesting 
that all Yancong has done is correct Fajing’s title. 
 51 See n. 150.
 52 According to the usual reign tables, Taiqing was only three years long. For texts 
affected by this problem, see AF, Jin guangming shu, Niepan, Rushi, Samaya(1), Sanshi 
fenbie lun, Shiqi, Zhonglun and n. 158. Zhisheng noticed this problem; see e.g. Niepan 
and n. 53, AF and n. 111. However, the Liang shu reveals that this reign name continued 
in use as far as “Taiqing 6”, in parallel with Dabao 大寶 to Year 3. I am grateful to Prof. 
Funayama for pointing this out to me. Huixiang’s (慧詳, fl . 667) Hong zan fahua zhuan 
弘贊法華傳 also notes that the reign names were used in parallel, T51 (2067), 31a26. 
In this light, it is particularly interesting to note that Fei only ever uses these year names 
(“Taiqing 4/5”) in discussing P’s translations. 
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(T55, 273b19).45

 明了論; “also called the Lü ershier mingliao lun” (301b12); 24 
pages; Chen; at Linchuan Commandery 臨川 (in mod. Jiangxi) 
(324b29).

Fei notes: “Also called simply Mingliao lun” (T49, 88a5).
Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: As Neidian; cites Fei as his source (T55, 433c2-3).
Zhisheng: Chen. Extant. “Also simply called the Mingliao lun. Extracted from 

the Prātimokṣa of the Sāṃmitīya School. By the Dharma Master 
*Bodhirakṣa (? *Bodhipāla? *Bodhigupta? 覺護). Translated on the 
twentieth day of the fi rst month of Guangda 光大 2 [568] at Guangzhou; 
Śrāmaṇera Huikai as amanuensis” (T55, 545c14-15). 

 “The Lü ershier mingliao lun is a single text (‘sūtra’ 經), but in 
[this] catalogue [Fajing], Lü ershier is listed under Vinaya texts, and 
Mingliao lun under śāstras, [so that] a single title is listed in two 
parts. This Lü ershier is [merely] half of the title of the Mingliao lun. 
Stating that it has 22 juan46 is an egregious error” (T55, 575c15-17; 
see also 620a15-16). 

Postface. Translated on the twentieth day of the fi rst month of Guangda 2, a 
wuzi year 戊子 [568]. The Vinaya Master Fatai 法泰 (d. after 577) 
in the capital 都下 requested the Trepiṭaka Dharma Master *Kulanātha 
俱那羅陀/他 to translate this treatise at Nanhai Commandery 南海
郡 in Guangzhou; Huikai of Aśokarāja Temple 阿育王寺 in the 
capital ventured47 to act as amanuensis. The translation itself came 
to 1 juan, but the notes and explanations came to 5 juan (T24, 
672c5-9).

Other: Mingliao is referred to by Jizang48 and Zhiyi 智顗 (538-597).49

 45 Given how infrequently Neidian adds to its predecessors, this might indicate that 
Daoxuan had actually seen this text. Note, however, that the Postface (see below) also 
says that a commentary (or commentaries) in 5 juan was (were) made at the time of 
translation.
 46 See n. 43.
 47 謹爲筆受; the humble language here suggests Huikai wrote this postface.
 48 「明了論」云：「『支提』、此云『淨處』也」, T34 (1721), 621a7-8.「明了論」
是覺護法師造、而依正量部義。論云：「正量部有二種：一、至得；二、不失
法。不失法、但善惡有之、外法則無, T42 (1824), 119c9-11. 
 49 「明了論」別申毘尼, T38 (1777), 544c14-15, again at T46 (1929), 768b10.
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root text under translation.) The title of the text given in these 
 instances is unique to P. The text quoted in each case does not appear 
to be a verbatim quote of P’s own Ch.; but neither does it match 
Bodhiruci. 

 In his commentary on SdhN, the Jie shenmi jing shu 解深密經疏, 
Wŏnch’uk 圓測 (613-696) gives some unique and quite specifi c 
information about the circumstances of P’s translation (X21 [369], 
179a24-b5). He says that the text was only 1 juan long, including 
four chapters, to a total of nine and a half pages, and he identifi es the 
chapters it included. He says that the text was translated in the West-
ern Capital, at Sitianwang si 四天王寺 within the precincts of the 
old city 故城內, and says the translation was made during the Bao-
ding 保定 period under the Chen (sic).42 He then gives an alternative 
report, saying that according to the “catalogue of Paramārtha’s 
translations” 眞諦翻譯目錄, a translation in 1 juan was made in 
Tianjia 2 of the Chen dynasty [561] at Jianzao si 建造寺, and that a 
commentary 義疏 in 4 juan was made at the same time (179b5-7).

Lü ershier mingliao lun 律二十二明了論 T1461 (Lü)

Fajing: 律二十二?; “juan” (sic) (T55, 140a15);43 Chen.
 明了論; 1 juan; Chen (142b9). (On the apparent error in regarding 

this as a separate text, see Zhisheng below.)
Fei: 1 juan; in his list of forty-eight Chen texts.
Yancong: 明了論; 1 juan; Chen (T55, 156a4-6).44 
Jingtai: As Yancong.
Neidian: Comment as Fei; “together with the comm. in 5 juan” 并疏五卷 

 42 Baoding was actually a reign period under the N. Zhou, 561-565. Could Wŏnch’uk 
mean Yongding (557-559)?
 43 The text actually reads 律二十二卷. Since the extant text is called 律二十二 and in 
1 juan, one can only presume that someone took the last er for the number of juan in the 
text, and accordingly misconstrued the title as Lü ershi only.
 44 Note that Yancong does not contain any report of this text under an alternate title. 
He would thus seem to be correcting Fajing’s confusion by eliminating the spurious 
second text.
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Other:  Wushang is derived from a combination of RGV and the 
Adbhutadharmaparyāya, but also contains a notable number of 
 verbatim correspondences to texts preceding P in the Chinese 
 translation tradition.37 The text is cited by name in P’s own MSgBh 
(T31, 259c23-24) and FXL (T31, 801c12-13, 806b2-4, 806b18-20, 
812a4-5).38 It is also mentioned by name by Jizang 吉藏 (549-623) 
(T42 [1824], 33a23, 34a13-14).

Saṃdhinirmocana-sūtra 解節經 T677 (SdhN) (partial translation)

Fajing: 1 juan; Chen; “a small part of the Shenmi jing 深密經” (T55, 
120a17).39

Fei: 1 juan; in his list of forty-eight Chen texts.
Yancong: As Fajing (T55, 159b25).
Jingtai: As Yancong; 10 pages.
Neidian: As Fei (including note).
 As Jingtai.40

Fei notes: “This sūtra originally has eighteen chapters. This one fascicle 
 comprises only a single chapter, the fourth. P merely translated this 
small portion as a proof-text for a certain doctrine” (T49, 87c14).

Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: Chen, “Yongding 1 [557]” (T55, 387c9-10);41 at Zhizhi and 

Wangyuan Temples in Guangzhou. Cites Fei as his source.
Zhisheng: 1 juan; 10 pages; Chen. Extant. Comment similar to Fei, except 

specifi es that it matches the fi fth chapter of the Shenmi jing (T55, 
545b21; see also 593a18).

Other: SdhN is referred to by name in P’s own FXL (T31, 806c10-13, 
812a7-8, etc.); JDZL (T30, 1018c6-8); MSg and Bh (T31, 114a10-
12, 118b24-25; 157b15-16); SBKL (T31, 864b3 etc.); and XSL 
(T31, 878c15-18). (In some cases, these references derive from the 

 37 See n. 3, 4 above.
 38 Some of these citations match Wushang verbatim.
 39 亦是深密經少分. This interlinear note is presumably a later addition, as the title 
Shenmi jing seems to have been unknown before the XZ translation (T676).
 40 See also comment to XZ (T676): T55, 315b3-4.
 41 This is an unusual instance of a detail in Mingquan that does not seem to be in any 
earlier catalogue.
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T664 itself, strongly suggesting the byline ascribing the chapters to 
P was added by canonical redactors later than Baogui.

Wushangyi jing 無上依經 T669 [*Anuttarâśraya-sūtra?] (Wushang)

Fajing: 2 juan; Chen, at Guangzhou (T55, 115c5).33

Fei: 2 juan; in his list of forty-eight Chen texts. Chronological table: 
Yongding 2 [558] (T49, 47a1).34

Yancong: As Fajing (T55, 151c1).
Jingtai: As Yancong; 31 pages.
Neidian: As Jingtai; as Fei (notes), but adds “Commandery” 郡 to Nankang.
Fei notes: Yongding 2 [=558], at Jingtu si 淨土寺 in Nankang 南康35 (“Com-

mandery”: Song, Yuan, Ming, “Palace”, Shōgozō).
Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: As Fei (including date); cites Fei as his source.
Zhisheng: Liang. Extant. Explains his reasons for demurring from prior Chen 

dating: “On the basis of the postface to the sūtra, it was translated in 
the Liang dynasty; I [therefore] now list it in the catalogue of Liang 
texts” (T55, 546c25). “In Shaotai 紹泰 3 of the Liang, a dingchou 
丁丑 year [557?],36 on the eighth day of the ninth month, at Nankang 
in Pinggu County 平固縣南康, the Administrator 內史 Liu Wentuo 
劉 陀 invited [P] to make this translation. See the Postface to the 
sūtra. [Fei Chang]fang says it was translated under the Chen, but 
this is an error. However, none of the various chronologies lists a 
Shaotai year 3” (538b1-2). Another even longer note repeats much 
of the same information, once more on the basis of the Postface; but 
adds even more detail attempting to unravel the problem of the date 
(596c22-27). 

 33 See also 123a4, where the Taishō editors have listed the same text as noted in the 
Yuan and Ming canons; cf. 115 n. 16, 123 n. 1.
 34 Note that for Fei’s year-by-year chronological table, of which parts relevant for P 
run over pp. 46-47, Taishō “register” numbers are meaningless, since the page is vari-
ously divided according to how many dynasties and kingdoms must be displayed in 
parallel for a given period of time.
 35 Commandery, modern Gan 贛 County in Jiangxi Province.
 36 The Shaotai era is not usually counted as having lasted so long. See Zhisheng’s own 
meticulous comments immediately below.
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of Yang Xiong’s residence 楊雄宅 in Changfan Village 長凡里, 
Jiankang 建康 County, between the twenty-fi fth day of the second 
month and the twentieth day of the third month of Chengsheng 2 
[=553]. Śrāmaṇera Huibao interpreted (orally),26 and the “bodhisat-
tva-precept (i.e. lay?) disciple” Xiao Que 蕭  (d.u.)27 acted as 
amanuensis.28 The Preface also stipulates which four chapters were 
translated.29 The fi rst part of this Preface is cited by Yancong, who is 
then cited by Fei, and so it must predate 597.30

Preface: A preface, by Yancong(?)31 is also affi xed to the present Taishō text, 
i.e. Baogui’s synoptic version (T16, 359b7-c10). It describes at 
some length the process whereby P was brought to China at the in-
vitation of Emperor Wu of the Liang, but states of the present text 
only that P translated four chapters “in Jiankang under the Liang” 
(359b22-24).32 This preface quotes verbatim part of the preface by 
Sengyin (see above). It is also cited by Daoxuan in Neidian.

Other: The ascription to P of the chapters in question may also be attested 
by the fact that they were included in Baogui’s 597 synoptic edition 
– if Baogui indeed ascribed them to P. However, according to the 
Taishō apparatus this ascription is missing from each chapter in the 
Song, Yuan, Ming and “Palace” versions consulted by the editors. 
Thus, the Korean version is the only basis for this ascription within 

 26 A fascinating and plausible detail occurs at this point: “The Dharma Master [P] had 
been in the capital only for a relatively short time 稍久, and thus was only partly con-
versant in the language 言說略通 . . . ;” the implication being that Huibao’s services as 
intepreter were still needed in order for translation to be possible. This fi ts well with this 
relatively early stage of P’s sojourn in China (especially bearing in mind that he had 
passed through various regions with different languages); and moreover contrasts with 
the report in the AKBh Preface that (by that later stage in his life) P understood Chinese 
very well, and required no interpreter: 法師遊方既久、精解此土音義、凡所翻譯、
不須度語, T29, 161b11-12.  
 27 Cf. Fei notes, n. 24.
 28 Ono (1934): 16, 17.
 29 三身分別、業障滅陀羅尼、最淨地、依空滿願.
 30 Ono (1934): 17.
 31 This ascription is carried in the Yuan and Ming editions only, T16, 359 fn. 2; see 
also Ono (1934): 17.
 32 後逮梁世、眞諦三藏於建康譯「三身分別」、「業障滅陀羅尼」、「最淨地」、「依
空滿願」等四品.
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Fei: 7 juan; in his list of sixteen Liang texts. Fei also cites Yancong’s 
preface to the text (see below) (T49, 106a1-19).

Yancong: As Fajing, except “6 or 7 juan” (T55, 151a10-11).
Jingtai: As Yancong, except “6 or 7 or 8 juan”; 122 pages.
Neidian:  As Fajing, but “6 or 7 or 8 juan”.
 As fi rst part of Fei (without last comment).
 As Jingtai, but 115 pages.
 Daoxuan also quotes the Yancong? preface at length.
Fei notes: Chengsheng 承聖 1 [552]; at Zhengguan si 正觀寺, Yangzhou 揚

(sic) 州22 and the residence 宅 of Yang Xiong 揚(sic)雄 (var. 雄揚, 
“Palace”23). Huibao 慧寶 (d.u.) interpreted 傳, and Xiao Liang 蕭梁 
(d.u.)24 acted as amanuensis.

Jingmai:  7 juan; Chengsheng 3 [554]; at Zhengguan si.
XGSZ: Chengsheng era (552-554); Zhengguan si in Jinling 金陵 

(=Jiankang, Nanjing). “ . . . with twenty-odd people, including 
Dhyāna Master Yuan 與願禪師等二十餘人” (T50, 429c27-29).

Mingquan: Chengsheng 1 [552]; Zhengguan si and the Yang Xiong residence. 
Refers to Fei (presumably notes?) for his information (T55, 388a29-
b2). Like Neidian, cites the preface, though in a more abbreviated 
form (T55, 388a15-22).

Zhisheng: Liang. Extant. As XGSZ. As Fei (note).
Preface:  A Preface by Sengyin 僧隱 (d.u.), who was present during the trans-

lation of the text, was fortunately preserved, along with unique parts 
of P’s 7-juan version of the text, in a Japanese manuscript dated 768 
(Jingo-keiun 神護景雲 2) included in the Shōgozō 聖語藏.25 It 
states that the translation was made at the Biege Chapel 別閣道場 

 22 Given the overall confusion in this note, and the light thrown on it by comparison 
with the Sengyin Preface (below), it seems possible this is merely an error based upon 
Yang Xiong’s name.
 23 Note that for all the catalogues treated here except Zhisheng, the “Palace” canon 
referred to in the Taishō apparatus comprises the Kaiyuan si 開元寺 version (Zhisheng 
is a mix of the Kaiyuan and Dongchan si 東禪寺 versions). Thus, any reference to 
“Palace” variants in discussion of the catalogues in this paper actually refers to the 
Kaiyuan. (This does not hold, of course, for “Palace” variants of other materials, such 
as P’s own texts, Prefaces, etc.).
 24 Var. Xiao Jie 蕭桀 (Song , Yuan, Ming, “Palace”). Cf. 蕭 , Sengyin Preface (be-
low).
 25 Ono (1929), Ono (1934).
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梁安 (Commandery),18 and the Governor 太守, Wang Fangshe 王方
, built a cloister (伽藍, *saṃghârāma) for him and asked him to 

expound this text. He found that the old translations contained 
 signifi cant omissions and errors 脫 , and so retranslated it between 
the fi rst day of the fi fth month of the renwu 壬午 year [562] and the 
twenty-fi fth day of the ninth month, on the basis of Vasubandhu’s 
commentary. Monks in attendance included Dharma Master [Seng]
zong [僧]宗(?),19 and Faqian acted as amanuensis. The text com-
prised 1 juan, and the explanation 義 10 juan. On that day, Faqian 
made a vow to make one hundred copies, in order that the text 
would be broadly disseminated, and to lecture on it ten times. 

See also Jin’gang bore lun, Jin’gang bore shu (among lost texts, below).

Suvarṇabhāsottama-sūtra 合部金光明經 T664 (Suv) (partial translation)

The current Taishō text is a synoptic version in 8 juan, compiled under the 
Sui in Kaihuang 開皇 7 (597) by Baogui 寶貴 (d.u.) on the basis of partial 
 translations by *Dharmakṣema, P and *Jñānagupta 闍那崛多 (523-600). This 
synoptic version was compiled on the occasion of the translation of two 
 additional chapters by *Jñānagupta. Prior to that time, it seems that P’s 7-juan 
version had circulated, which combined with *Dharmakṣema’s text P’s trans-
lations of four chapters, plus an expansion of the “Lifespan” Chapter.20 It is 
likely that some of the variation in juan numbers below is to be explained by 
the fact that bibliographers had reference to one or another of these two texts, 
until “P’s” 7-juan version was excised from the canon by Zhisheng, and 
 subsequently lost.21 (Fortunately, a copy of P’s text was preserved in the 
Shōgozō in Japan; see notes on Sengyin’s Preface, below.)
Fajing: 7 juan, last 3 juan P; Chen (T55, 115a22).

 18 See T50 (2060), 430a12(-16). This commandery existed under the Liang, until its 
name was changed in 564 to Nan’an 南安郡; http://yugong.fudan.edu.cn/Ichg/Chgis_
Search_Form.asp# (accessed 1 August 2011) s.v. 梁安; Yang (2007): 350-353 notes 
that controversy exists about its location, but places it in modern Quanzhou 泉州 (Fu-
jian). 
 19 The text has 偕宗: 偕 in error for 僧? For Sengzong, see MSg (XGSZ notice), 
MSgBh Preface.
 20 The text of P’s addition to this chapter was preserved in the same Shōgozō manu-
script, and is reproduced in Ono (1934): 19-20.
 21 Ono (1934).
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Mingquan: 1 juan; Chen; at Zhizhi and Wangyuan si in Guangzhou 廣州. 
Cites Fei as his source.15

Zhisheng: Chen. Extant. As XGSZ. 1 juan, 9 pages (T55, 692a17, 716a19). 
Tenth day, eleventh month, Tianjia 4 [563] (see colophon below); at 
Guangzhou Zhizhi si. 

Colophon: “This sūtra is a translation of a chapter of the Madhyamâgama.16 
It was translated on request by the Trepiṭaka Ācārya Paramārtha 
at Zhizhi si in Guangzhou on the tenth day of the eleventh month 
of Tianjia 4 [563] of the Chen dynasty, a guiwei 癸未 year” (T1, 
922a25-27). 

Vajracchedikā prajñāpāramitā 金剛般若波羅蜜經 T237 (Vaj)

Fajing: ---
Fei: 1 juan; in his list of forty-eight Chen texts.
Yancong: 1 juan; Chen. “[Set in] the Jetavana” (T55, 158b6).
Jingtai: As Yancong. 14 pages.
Neidian: As Fei. 
 As Yancong.
Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: ---
Mingquan: Yongding 永定 era; at Zhizhi and Wangyuan si. Cites Fei as his 

source (T55, 382b6).
Zhisheng: Chen. Extant. As Yancong/Neidian.
Postface (T8, 766b29-c11) [seemingly by Faqian 法 17]: The Trepiṭaka 

Dharma Master *Kulanātha 拘羅那他, which in Chinese is Zhendi 
(sic), from Ujjayinī in Western India, came from afar at the invita-
tion of Liang Wudi. When he was passing through the Yue 
( Guangdong) and Min (Fujian) regions, he stayed briefl y at Liang’an 

 15 This information is not found in the extant Fei. This is the fi rst of a number of simi-
lar instances in Mingquan.
 16 No parallel has been identifi ed to the text in the Ch. MA or Pāli MN, but it is paral-
leled in Ch. by An Shigao’s 安世高 Pu fa yi jing 普法義經 T98, a Tib. version also 
exists under the title Don rgyas pa zhes bya ba’i chos kyi rnam grangs D 318, and Skt. 
fragments have been found at Turfan; Hartmann assigns it to the Dīrghâgama of the 
Sarvâstivādins. See Nattier (2008): 49-50 and n. 66, for further references.
 17 See Funayama (2008): 143 n. 6.
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 citation); Lü; AKBh; Vim (Preface and Postface); MSg/Bh (two); 
and AF. (The presence of AF in this list is an obvious fl y in the 
ointment.)

The evidence
My main intention is to allow readers to see easily the way traditions about the 
Paramārtha corpus as a whole take shape over the course of historical time. 
For this reason, I have ordered each entry chronologically, as well as I can. 
Where additional information is available (from colophons, citations etc.), I 
list it last.

EXTANT TEXTS

Arthavistara-sūtra10 廣義法門經 T97 (AV)

Fajing: 1 juan; Chen; at Foli si 佛力寺 in Jin’an 晉安 (T55, 116b22).11 
Fei: 1 juan; in his list of forty-eight Chen texts.12 
Yancong: As Fajing (T55, 175c2-3).  
Jingtai: As Yancong.13

Neidian: As Fei.
Jingmai: As Fei; in his list of forty Chen texts; at Zhizhi si?
XGSZ: This translation is mentioned in the context of an account of P’s 

failed attempt to return to India in the third year [of Tianjia 天嘉 = 
562]. In the twelfth month, P settled for an extended period at Zhizhi 
si under the patronage of Ouyang Wei 歐陽  (498?-563), known as 
Mu 穆公,14 where he translated new texts for Huikai 慧愷, including 
this text and “the *Vijñaptimātratā-śāstra 唯識論” (T50, 430a15-20).

 10 On this title, see references in n. 16 below.
 11 The placement of the text here indicates that Fajing is treating the text as a Mahāyāna 
sūtra. See also 122a19-20, where the Taishō editors have listed the same text as noted 
in the Yuan and Ming canons; cf. 115 n. 16, 123 n. 1. 
 12 This list is described below, at the beginning of my discussion of “Lost Texts”.
 13 Note that it is unusual for Jingtai not to give the number of pages. Perhaps this indi-
cates he did not see this text.
 14 Both Wei and his son Ge (whom we will encounter below) were important patrons 
of P’s translation activities in the 560s. See Ishida (1979). Wei was Regional Inspector 
刺史 of Guangzhou when P was forced south by the fall of the Liang, and P came under 
his patronage and bestowed bodhisattva precepts upon him. 
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 version of the Zhongjing mulu information, such as Jingtai or 
even Neidian (see e.g. SWXL, Vim, Lishi). Often, the only 
(seemingly) fresh information Mingquan gives is the claim that 
some texts were translated at “Zhizhi and Wangyuan 王園 
 temples” (e.g. AV, Vaj, SdhN, MSg, Jin’gang bore lun, Duo fu 
lun, SXL, Samaya(2), Lishi, AK kārikā, AKBh). However, these 
notes seem to be based upon a misreading of Fei. See discussion 
under “Lost Texts” below. I have usually not given specifi c 
 references unless Mingquan is giving interesting new information.

Zhisheng 智昇, Kaiyuan Shi jiao lu 開元釋敎錄 T2154, 730 C.E.
 Zhisheng is sometimes of great value because of his critical spirit 

and acumen (see e.g. Wushang, Lü, AKBh and related texts, 
JDZL, MSgBh in 12 juan, Lishi, Fanzhi lun). He also incorporates 
information from Prefaces and other such sources; on at least one 
occasion, he has preserved such information where it otherwise 
would not have come down to us (Wushang). He reproduces the 
XGSZ biography nearly verbatim (Liang portion: T55, 538b17-c15; 
Chen portion: 546a16-c24), and reproduces specifi c information 
from many of Fei’s notes. He explicitly states whether texts were 
extant in his time or not; I have reproduced this information 
 simply as “Extant” or “Lost” (Liang: 538a27-b16; Chen: 545b20-
546a15). He excludes a group of texts listed by Fei on the grounds 
that they are original compositions, not translations (T55, 
538c18-19, 546c26-28).9 I have not given specifi c page and line 
numbers where he is merely repeating old information.

Prefaces and Postfaces: All other things being equal, the presence of a Preface 
or Postface ascribing a text to P and giving detailed circumstances 
of its translation or composition should be regarded as weighty 
evidence in favour of that attribution. The following texts have 
Prefaces and/or Postfaces (colophons): AV; Vaj; Suv (plus the 
Yancong preface cited by Fei); Wushang (known only through 
Zhisheng’s citation); SdhN (known only through Wŏnch’uk’s 

  9 Referring to: Chanding yi, Foxing yi, Jie jie jing shu, Jin guangming shu, Jin’gang 
bore shu, Jiushi yi ji, Jushe lun shu, Po wo lun shu, Qi xin lun shu, Ren wang bore shu, 
Rushi lun shu, Shiba bu lun shu, Si di lun shu, Suixiang lun zhong shiliu di shu, Wushang 
yi jing shu, Zheng lun shi yi, Zhong lun shu, Zhuan falun yiji.
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additional information about the place of translation of a few 
texts. Where Neidian is merely repeating information from prior 
catalogues, I have not given references to page and line numbers. 

Jingmai  靖邁, Gu jin yi jing tu ji 古今譯經圖紀 T2151, 664-665 C.E.
 No text appears fi rst in Jingmai. Jingmai divides his texts into 

Liang and Chen, perhaps following the Fei lineage (T55, 364c7-
365a11).8 It is perhaps signifi cant, then, that he omits some texts 
included by Fei (and Neidian); does he consider them spurious? 
The primary difference between Jingmai and Fei (also Neidian) is 
that it omits lost commentaries on Suv, AF, Renwang jing, 
Zhonglun, Wushang, SdhN, Rushi, SXL, AK(Bh), Po wo lun, 
SDL, Vaj and Samaya(1). It also omits fi ve lost texts: Zhong jing 
tong xu, the supposed 12-juan MSgBh, Fan waiguoyu, Jiushi, and 
the Zhuan falun yi ji. These differences can be best accounted for 
by the likelihood that these texts were regarded either as not 
translations, or as redundant duplicates. Jingmai stipulates that 
many texts were translated “at Zhizhi si 制旨寺”, but this may be 
meaningless; see discussion under “Lost Texts” below.

XGSZ Daoxuan, Xu gaoseng zhuan 續高僧傳 T2060, ca. 667 C.E.
 Although this is not a catalogue, I have included it because it is 

our earliest extant biography of P (T50, 429c6-430c15), and it is 
by the same author as Neidian (Daoxuan). It mentions only a few 
texts (AV, Suv, Vim, MSg and Bh, Shiqi di lun), but is of interest 
because it includes some information about P’s texts not included 
in Neidian, and is also a useful point of comparison with Neidian 
itself, where Daoxuan restricts himself largely to repeating infor-
mation from earlier catalogues. 

Mingquan 明佺, Da Zhou kanding zhongjing mulu 大周刊定衆經目錄 
T2153, ca. 690-705 C.E.

 Mingquan is heavily reliant on Fei, and often explicitly cites him 
as his source. However, details (e.g. numbers of pages) seem to 
indicate that he may actually be relying on a more proximate 

  8 Jingmai’s list of Chen texts almost certainly derives directly from Fei’s, with the 
exception of SBKL, Hasta and Ālamb. See “Lost Texts” below.
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are from the Chen. However, he adds several works not found in 
Fajing, i.e. Vaj, SBKL, Hast, Ālamb, Samaya(1), Samaya(2), SK 
and Renwang bore jing. He corrects the title of Niepan. He also 
removes works listed in Fajing, i.e. the apparently spurious extra 
title for Lü, and Yijiao. 

Jingtai 靜泰, Zhongjing mulu 衆經目錄 T2148, ca. 664 C.E.7

 Jingtai adds to notices from earlier versions of the Zhongjing 
mulu (Fajing, Yancong) the number of pages spanned by a text. 
Where he fails to do so, we should consider the possibility that he 
did not see the text. Otherwise, however, this catalogue adds little 
to what is already given in the other two Zhongjing mulu; no text 
fi rst appears in Jingtai. I have therefore not considered it worth 
giving precise page and line references for Jingtai entries, in the 
interests of saving space. In instances where it is possible to tell 
the difference, Jingtai follows Yancong rather than Fajing (Vaj, 
SBKL, Hast, Ālamb, Samaya, SK, Renwang bore jing, Yijiao, 
Niepan etc.); I have refl ected this fact by stating “As Yancong,” 
even in cases where the information he gives is identical to both.

Neidian Daoxuan 道宣, Da Tang neidian lu 大唐內典錄 T2149, 664 C.E.
 Neidian combines information from two sources that remain 

 distinct prior to it, i.e. the Zhongjing mulu lineage (Fajing, 
 Yancong, Jingtai), and Fei. It repeats most information given in 
these prior sources, including a full reproduction of Fei’s Liang 
and Chen lists and accompanying comment. Neidian also 
 includes the number of pages for many texts, which could be 
 derived from Jingtai (though the two catalogues are close in 
date, and Jingtai might equally be using Neidian’s information). 
Neidian contains little new information. No text fi rst appears in 
Neidian. It sometimes adds notices where texts are parallel to 
translations produced after P, e.g. by Xuanzang (SdhN, MSgBh 
etc.), but these need not concern us here. Neidian also contains 

  7 This date is taken from Hôbôgirin “Répértoire”. It seems that Neidian referred to 
Jingtai, since Neidian entries based upon Zhongjing mulu are usually closest to Jingtai. 
However, since the dates are so close, we must also bear in mind the possibility that 
Jingtai worked after Neidian, and the direction of borrowing is therefore from Neidian 
to Jingtai. 
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by author’s name or an abbreviation thereof; however, the inclusion of two 
works by Daoxuan makes this impossible in his case, where I have used 
 abbreviated titles instead. Here, I list the abbreviations by which I refer to the 
catalogues (and the XGSZ biography), and give a general description of the 
treatment of P’s works in each. (Other abbreviations used in this paper are 
listed at the end.)

Fajing 法經, Zhongjing mulu 衆經目錄 T2146, 594 C.E. 
 Information on P’s texts in Fajing is found scattered through lists 

of texts according to type: Mahāyāna sūtras; “hīnayāna” Vinaya; 
“Abhidharma”, divided into Mahāyāna and “hīnayāna” śāstras 
(this category contains the largest number of texts); and “bio-
graphies of saints from the Western regions”. Texts are also 
 divided into sub-categories according to whether they exist in 
only one known version, or multiple versions; and whether Fajing 
regards their ascription as genuine or dubious. Fajing treats P 
 indiscriminately as a Chen fi gure, and gives no further informa-
tion about the date or circumstances of his translations.

Fei Fei Changfang 費長房, Lidai sanbao ji 歷代三寶紀 T2034, 597 
C.E.

 Materials in Fei relating to P’s works can be divided into four 
main groups: 1) the chronological table (T49, 46-47); 2) the Chen 
list of forty-eight texts, described below under “Lost Texts”; 
3) the Liang list of sixteen texts, also described below under “Lost 
Texts”; 4) interlinear notes. In at least some cases, these notes 
seem to date later than Neidian, because they quote it.6 Many 
other such notes are found in Neidian; this could mean they too 
are quoting Neidian, but it could equally mean that Neidian is 
quoting them. Because of these uncertainties, it seems safest to 
treat the evidence of these notes as possibly postdating Neidian, 
and I have listed them after Neidian in each entry.

Yancong 彥琮, Zhongjing mulu 衆經目錄 T2147, 602 C.E. 
 For our purposes, Yancong can be treated as merely a revision of 

Fajing. Like Fajing, he also only ever says that the works he lists 

  6 T49, 88a2, 63c18, 87b23.
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(轉識論, *Pravṛttivijñāna-śāstra?5 T1587), contain clearly identifi able trans-
lation material, but interleaved with other material of uncertain provenance.

These problems highlight the need for us to critically reexamine the P corpus, 
and attempt to identify criteria that will allow us to determine the strength of 
ascription as accurately as possible in the case of each text (or part thereof). 
Full treatment of this problem would be a complex undertaking, requiring, 
among other things, detailed examination of terminological and stylistic clues 
to authorship in the full corpus (including fragments of lost works surviving in 
later quotation or paraphrase). The present study therefore cannot pretend to 
anything like a full treatment of evidence for the examination of this complex 
problem. However, by way of one inroad into the problem, it would be 
 desirable for scholars to have arrayed in a single location, in the clearest form 
possible, the information given about each of these texts by traditional Chinese 
Buddhist catalogues. This study aims to provide such a summary. For the 
 reader’s convenience, I have also attempted to indicate, where it exists, other 
information about the existence and nature of a text, furnished by Prefaces and 
Postfaces, and quotations or reference by title, especially where this informa-
tion predates or otherwise signifi cantly supplements what can be known from 
the bibliographic tradition. At the present phase of my research, however, 
these indications are limited by the haphazard nature of what I happen to 
know, and should not be regarded as exhaustive.

The bulk of this paper is constituted of an overview of the sources under 
 examination and the general treatment of P’s works in each, and then a 
 tabulated summary of the information presented in those sources for each 
 individual work in turn. In closing, I offer some more general observations on 
patterns running through the evidence. In particular, I argue that a key group 
of texts, of signal importance for the examination of “P’s” thought, is 
 characterised by a highly unusual pattern of evidence, and should therefore 
be subjected to renewed analysis of clues to its authorship.

Sources
Here, and in individual entries below, I list our sources in chronological order 
(strict chronological order for catalogues; approximate for other evidence, 
which can be diffi cult to date precisely). Catalogues will usually be referred to 

  5 On this reconstruction, see Radich (2008): 79-80 n. 127.  
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External Evidence Relating to Works Ascribed 
to Paramārtha, with a Focus on Traditional 

Chinese Catalogues1

Michael Radich

Preamble
The extant corpus of texts ascribed to Paramārtha (hereafter “P”; Ch. Zhendi 
眞諦, 499-569) by the Chinese tradition is prone to many problems of attribu-
tion. As is well known, the “Awakening of Faith” (Dasheng qi xin lun 大乘起
信論 T1666) is ascribed in the Chinese canon and traditional catalogues to 
Aśvaghoṣa as author and P as translator, but is now almost universally thought 
to have been authored in China, and the ascription to P in any capacity is 
likely to be spurious. The corpus also contains other texts for which the 
 ascription to P is often thought to be spurious.2 Other texts are presented as 
translation texts, but predicated on material known only in China, like the 
Niepan jing ben you jin wu jie lun (涅槃經本有今無偈論, T1528 ascribed to 
Vasubandhu, but taking the form of commentary on parts of the 
Mahāparinirvāṇa-mahāsūtra (MPNMS) unknown outside the textual lineage 
stemming from the quirky “translation” by *Dharmakṣema, T374). Still 
 another example of related problems is found in the Wushangyi jing (無上依
經, *Anuttarâśraya-sūtra, T669), which is presented as a sūtra, but is unknown 
outside China; it has been known for some time to comprise “bookends” 
taken from the Adbhutadharmaparyāya set around material from the 
Ratnagotravibhāga;3 but it also contains a noteworthy number of verbatim 
correspondences to earlier Chinese texts.4 Other texts, like the Zhuanshi lun 

  1 I am grateful to Prof. Funayama Tōru for encouraging me to write this paper, and 
for help and instruction on numerous points. I am also grateful for advice and help from 
Prof. Ishii Kōsei, Dr. Ōtake Susumu and Dr. Ikeda Masanori.
  2 E.g. Lishi, Dazong, Yijiao, Samaya(1).
  3 Shimoda (1997): 85-86.
  4 These include numerous correspondences to formulaic utterances in a line of 
Prajñāpāramitā texts reaching back to Kumārajīva; passages apparently lifted from P’s 
own partial translation of the Saṃdhinirmocana-sūtra T677; MPNMS T374/375; the 
*Ekottarikâgama T125; and the Śrīmālādevīsiṃhanāda-sūtra. 
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眞諦に歸される諸 獻に關する外的證據
―傳統的な經錄を中心に

マイケル・ラディッチ

　眞諦に歸される現存する一連の諸 獻は、しばしばその歸屬に關し
て多くの問題が起こる。それらの問題を檢討し解決しようとする際、
傳統的な經錄（佛敎經典目錄）に傳わる記錄が一つの重要な情報とな
り得るが、この情報自體が複雜であり、數々の問題をもっている。
　これら諸問題の硏究をうまく遂行するために、本稿は、法經『衆經
目錄』（594年）から智昇『開元釋敎錄』（730）年までの傳統的な經錄
における、眞諦に歸される諸 獻に關する情報を、一覧表の形式で集
成し、提示する。そしてそこには眞諦による 獻に付される序 や跋
の中に見られる情報をも含め、さらに、それらの諸 獻の引用ない

し言及記事―とりわけ眞諦直後の人物によるもの―より知られる
外的證據をも一部選擇して含めることとする。
　本稿は次に、これら證據資料を分析し、そこに幾つかの重要な類型
を見て取ることができることを論ずる。とりわけ下記の點を明確にし
たい。（1）總じて證據資料は、經錄の證據のみから著者問題を結論付け
ることの危險性を具體的に示している。（2）主要な證據資料は『衆經目
錄』に基づく系統と、費長房『歷代三寶紀』に基づく系統の二種であり、
兩者は智昇『開元釋敎錄』において合併される。（3）書誌學的記錄の
混亂が、實際にはまったく存在しなかったかもしれない、實體なき幽
靈の如きテキスト名を何件か生み出す結果ともなった。（4）この場合、
これまでの硏究者は費長房の記錄は信頼に値しないとしてきたが、費
長房の證言はむしろ眞 に受けとらねばならない。（5）そうであるとは
言っても、費長房の證言にはやはり怪しい點もあることに我々は用心
すべきである。（6）最後に、最も重要な論點として、眞諦に跡づけられ
る最重要な獨自の說を示すテキスト群に屬する幾つかの重要な 獻（す
なわち『決定藏論』『轉識論』『顯識論』）は、書誌學的證據に關して特
異な類型を有しており、このことは、內的證據―例えば 章表現など
―を基にして、それらテキスト群全體を綿密に再檢討し、それによっ
てそれらの 獻に含まれる諸々の說と眞諦やその門下との繫がりの密
度を正しく見極めるべきであることを示唆する。
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External Evidence Relating to Works Ascribed to Paramārtha, 
with a Focus on Traditional Chinese Catalogues

Michael Radich

The extant corpus of texts ascribed to Paramārtha is prone to many problems 
of attribution. One important set of information for the examination and 
 resolution of these problems is the testimony of traditional Chinese Buddhist 
catalogues. However, this body of evidence is itself complex, and subject to 
a number of problems. 

In order to facilitate study of these problems, this paper collects and presents 
in tabular form the information about works ascribed to Paramārtha in tradi-
tional catalogues from Fajing’s 法經 Zhongjing mulu 衆經目錄 of 594 down 
to Zhisheng’s 智昇 Kaiyuan Shi jiao lu 開元釋敎錄 of 730. It also includes 
information found in prefaces and postfaces to Paramārtha’s works, and some 
selected external evidence from citation of those works, or reference to them, 
in other works, especially by authors soon after Paramārtha.

The paper then analyses the evidence, to argue that a number of signifi cant 
patterns can be discerned in it. In particular, I claim: 1) the overall nature of 
the evidence illustrates the dangers of deciding questions of ascription on the 
basis of the evidence in the catalogues alone; 2) two main lines of evidence, 
deriving respectively from the Zhongjing mulu catalogues and Fei Changfang 
費長房, were amalgamated in Zhisheng; 3) the confusion of the bibliographic 
record has likely given rise to traditions about a number of “ghost” texts that 
may never have really existed; 4) in this case, Fei’s evidence must be taken 
seriously, despite the fact that scholars often regard him as unreliable; 5) 
nonetheless, some strange features of Fei’s evidence still require us to be 
cautious; and, most importantly, 6) key members of a group of texts featuring 
the most important original ideas traced to Paramārtha (namely, Jueding zang 
lun 決定藏論, Zhuanshi lun 轉識論 and Xianshi lun 顯識論) are characterised 
by an unusual pattern of bibliographic evidence, which suggests that the 
whole group should be carefully reexamined, on the basis of internal (e.g. 
stylistic) evidence, to assess the strength of the connection of the ideas 
 contained in those texts to Paramārtha and his group. 
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shū shōso roku 三論宗章疏錄 (composed in 914)
Sannōzō mokuroku 山王藏目錄 kept at Shōren-in 靑蓮院 (copied in 

914)
Ko shōgyō mokuroku 古聖敎目錄 (provisional title) kept at Nanatsu-dera 

七寺 (11–late 12 century)
Daishōjō kyō ritsu ron soki mokuroku 大小乘經律論疏記目錄, pre-

viously kept at Hōryū-ji 法隆寺, now kept at Kongō-in 金
剛院 (mid-Heian or earlier)

Shinpen shoshū kyō zō sōroku 新編諸宗敎藏總錄 (1091)
Tōiki dentō mokuroku 東域傳燈目錄 (1094)
Kōzan-ji shōgyō mokuroku 高山寺聖敎目錄 kept at Kōzan-ji (copied 

in 1250)

In the fi rst part of this study, we investigate the background to the circulation 
of Paramārthan works in the classical period (8-13 centuries) by describing 
the preservation of copies of and commentaries to sūtras and śāstras in that 
period. We conclude that because there was no school in Japan that directly 
regarded Paramārtha as important, the copying of his texts was given low 
priority. With the decline of the old temples, the likelihood that Paramārtha’s 
texts would have continued to be copied and preserved was low, since the 
Tendai and Shingon Schools cannot be said to have had any great regard for 
him. Thus, we can say that Paramārtha’s works transmitted to Japan in the 
classical period were gradually lost.

In the latter part of our study, we investigate the works of Paramārtha as seen 
in the Shōsōin documents. The Shōsōin documents have preserved records of 
the manner in which Buddhist scriptures were copied at the time, including 
such details as borrowing and lending of texts, compilation of catalogues, 
provisioning of paper, and fees accrued in the copying process. Among such 
records, we fi nd requests to borrow Paramārtha’s works, and some of his 
works also appear in catalogues. We investigate the reliability of such 
 accounts.
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texts, which constitute the immediate context for his discussion, highlights 
the fact that in discussing Paramārtha’s doctrine of ninth consciousness as it 
appears in Wǒnch’ŭk, Tsong kha pa cites Wǒnch’ŭk’s work directly, rather 
than second-hand (i.e. rather than relying upon predecessors who utilize 
Wǒnch’ŭk’s exposition); and in refuting the doctrine of ninth consciousness, 
he attempts to construct proofs on the basis of his own original viewpoint, 
rather than recycling the arguments of his predecessors. We are surely justifi ed 
in judging that it was Tsong kha pa’s achievement to absorb Wǒnch’ŭk’s 
commentary for himself, and to attempt to correct the distortions incidental 
to the transmission of ninth consciousness doctrine in Tibet.

Information Pertaining to Paramārthan Works Preserved 
in Ancient Japanese Documents and Catalogues

Fujii Jun

In the course of the present research project, entitled “Paramārtha and His 
Times”, we have collected fragments from the works of the Trepiṭaka 
Paramārtha, but unfortunately, no text has yet been discovered that is thought 
to comprise a full version of any original Paramārtha composition. However, 
it is known from various catalogues that many Buddhist scriptures once 
 existed in Japan which have now been lost. The aim of this study is to inves-
tigate the manner in which full versions of Paramārthan compositions were 
transmitted to Japan and circulated there, by reference to Japanese catalogues 
and records. In chronological terms, this study spans the period from the 
eighth century, as attested by the texts in the Shōsōin collection, until the 
thirteenth century. The catalogue of Ŭich’ŏn 義天 (1055-1101) of Koryŏ will 
also be included in our investigations, since it was preserved in Japan at 
Kōzan-ji 高山寺 and in other locations. We will also discuss items whose 
 relation to Paramārtha is unclear in the catalogues, but which seem to 
 possibly bear some connection to him.

The specifi c catalogues and records investigated in this study are as follows:

the Shōsōin documents (727-780)
Kegon shū shōso narabini inmyō roku 華嚴宗章疏并因明錄 and Sanron 
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Paramārtha’s Doctrine of a Ninth Consciousness, 
as Transmitted in Tibetan Texts: 

Tsong kha pa’s Kun gzhi dka’ gter and its Context

Kanō Kazuo

This study aims to elucidate a portion of the reception and evaluation of 
Paramārtha’s doctrines in Tibet, taking as its entry point controversy about 
Paramārtha’s theory of a ninth consciousness as seen in Tsong kha pa’s 
(Tsong kha pa Blo bzang grags pa, 1357-1419) Kun gzhi dka’ gter, while 
 simultaneously investigating the background to that text. The development of 
our argument will incorporate new insights gained through investigation of 
the texts upon which Tsong kha pa based himself: Wǒnch’ŭk’s 圓測 
 commentary on the Saṃdhinirmocana-sūtra, and commentaries on the 
Abhidharmasamuccaya by gZad ring (gZad ring Dar ma tshul khrims, latter 
half of the 12th century), bCom ldan rig ral (1227-1305), Bu ston (Bu ston 
Rin chen grub, 1290-1364) and Blo gros brtan pa (dPang Blo gros brtan pa, 
1276-1342).

Wǒnch’ŭk, bCom ldan rig ral and Bu ston understood that ninth conscious-
ness is ultimately the seeds of the eighth consciousness, or else the pure part 
thereof. In terms of the content of the controversy, gZad ring, bCom ldan rig 
ral and Bu ston largely follow a common archetype. They introduce the ninth 
consciousness without mentioning Paramārtha; they refer to tathāgatagarbha 
doctrine, relying upon a passage from the Samādhirāja-sūtra as their proof-
text; and in rejecting the doctrine of ninth consciousness, they propose that 
ninth consciousness must exist either actually or potentially, and then reject 
both alternatives. Since these two points cannot be identifi ed in Wǒnch’ŭk’s 
commentary, we can postulate that the controversy between these scholars 
was an innovative creation and development from within Tibetan Buddhism. 
Furthermore, it also seems that in the transmission of ninth consciousness 
doctrine in Tibet, there arose certain distortions (or deviations from 
Wǒnch’ŭk’s theories), such as when gZad ring ascribes the doctrine of ninth 
consciousness not to Paramārtha, but to Bhavya.

We also must not neglect the fact that the doctrine of ninth consciousness 
 affi rmed in these commentaries to the Abhidharmasamuccaya is not com-
pletely identical to that described by Tsong kha pa. Comparison with these 
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“Record of the Career of Śrāmaṇera Paramārtha 眞諦沙門行記” (“Record”). 
In these passages, Paramārtha is presented as a critic of the Chan School. The 
present study undertakes an analysis of the content of S. 2546, with the aim 
of investigating criticisms of Chan within the Faxiang School, and reproduc-
ing new source materials for the study of Paramārtha.

The nature of S. 2546 has not been elucidated by prior scholarship, but an 
examination of the content of its opening passages allows us to determine 
that it comprises a sub-commentary on the Miaofa lianhua jing zan (Hymn [in 
Praise] of the Scripture of the Lotus Blossom of the Wondrous Law) by Ji of 
Ci’en temple 慈恩寺基 (commonly known as Kuiji). The present paper will 
provisionally refer to this text as the “Notes on the Hymn [in Praise] of the 
Scripture of the Lotus Blossom of the Wondrous Law”.

“Notes” is characterised by harsh criticism of the Chan School. The text cites 
“Record”, according to which the fi rst patriarch of Chan, Bodhidharma, was 
expelled from India because he had propounded heretical doctrines, and fl ed 
into exile in China; Paramārtha is supposed to have come to China expressly 
to protect people from his heresies. “Notes” goes on to cite various docu-
ments in the Vijñaptimātra lineage, such as the Cheng weishi lun 成唯識論, 
in order to criticise Bhāvaviveka and “hypostasizers of emptiness in this land 
此方空見之人”. Here, “hypostasizers of emptiness in this land” most likely 
refers to followers of Bodhidharma in China.

Judging from its sources, from the way it presents the biography of 
Bodhidharma, and from features of its thought and belief, we can conjecture 
that the composition of “Notes” dates to approximately the tenth century. 
This indicates that the Faxiang School of the tenth century continued to 
 regard Paramārtha as an authority to be cited in support of its doctrines.
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zhang (S277+P2796) is a commentary on Dharmatrāta’s 法救 Za apitan xin 
lun 雜阿毘曇心論 in zhang 章 style. It is thus extremely valuable as a 
 veritable record of the state of Abhidharma studies in China at the time of 
Xuanzang’s formative studies.

3) In the fi rst chapter of the extant fascicle, entitled “Exposition of the Four 
Good Roots” 四善根義, in the course of discussion of the third category, the 
“stage of patience (kṣānti)” 忍位, a doctrine is described of the contempla-
tion of the sixteen secondary aspects of the Four Noble Truths by a method of 
contemplating “[fi rst] seven times, to reduce the objective support (i.e. the 
Four Noble Truths), [and then] three times to reduce the secondary aspects” 
七周減緣・三周減行. This corresponds to a so-called “doctrine of an ancient 
worthy” which is criticised by Xuanzang’s disciple Puguang 普光. Moreover, 
in the same “Exposition of the Four Good Roots”, a doctrine is described 
which holds that in the Mahāyāna path of practice, the cultivation of the four 
good roots comprises contemplation of the “threefold lack of intrinsic nature” 
三無性 by means of a twofold view which takes as its objective support 所
緣 the lack of intrinsic nature [of dharmas] with respect to characteristics 無
相性 (lakṣaṇaniḥsvabhāvatā) and their lack of intrinsic nature with respect 
to arising 無生性 (utpattiniḥsvabhāvatā), and thereby awakens to their lack 
of intrinsic nature with respect to the ultimate truth 眞實無性性 
(paramārthaniḥsvabhāvatā). This doctrine corresponds to a doctrine of 
 twofold contemplation expounded by another Shelun School master almost 
exactly contemporaneous with Daoji, Lingrun 靈潤 (580-ca. 667).

The Trepiṭaka Paramārtha and Faxiang Criticism 
of the Chan School: 

The Miaofa lianhua jing xuan zan chao 
(Dunhuang, Stein no. 2546) and the Zhendi shamen xing ji

Saitō Tomohiro

In the “Notes on the Hymn [in Praise] of the Scripture of the Lotus Blossom 
of the Wondrous Law 妙法蓮華經玄贊鈔” (Stein no. 2546; provisional title) 
(“Notes”), hitherto unknown biographies of Paramārtha are cited from the 
“Inner Biographies [section] of the History of the Liang 梁史內傳” and the 
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tathāgatagarbha doctrine.

However, it goes without saying that in order to fully treat the question of the 
infl uence of Paramārtha’s transmission and translation of Buddhist ideas 
upon Jizang, it will be necessary to engage in a concerted investigation of 
Paramārtha’s entire translation corpus.

The Life and Thought of Daoji: 
With Reference to the “Exposition of the Four Good Roots” 
in the Third Fascicle of the Za apitan xin zhang Unearthed 

at Dunhuang (S277+P2796)

Ikeda Masanori

The present study aims to discuss the career and an aspect of the thought of 
Daoji 道基 (before 577-637), one of the masters representing the so-called 
“Shelun School” 攝論宗, which was active from the late Northern and 
Southern Dynasties through the Sui and early Tang. The study focuses 
upon the interpretation of the recently published third fascicle of the Za 
 apitan xin zhang 雜阿毘曇心章 (“Zhang   章-Style Commentary on the 
Saṃyuktābhidharmahṛdaya”) (S277+P2796). In brief, the content of each 
section of the study is as follows.

1) The third fascicle of the Za apitan xin zhang has been transmitted and 
 preserved in two parts, namely Stein 277 and Pelliot 2796, but the end of the 
former and the opening of the latter match, so that they make a single 
 contiguous text. From the fact that certain passages match fragments of 
Daoji’s Apitan zhang 阿毘曇章 as cited by Japanese authors such as Anchō 
安澄 (763-814) and Gyōnen 凝然 (1240-1321), we can determine that it 
 constitutes a surviving orphaned fascicle from Daoji’s composition.

2) Daoji was the disciple of Jingsong 靖嵩 (537-614), who was taught by 
Fatai 法泰, a direct disciple of Paramārtha 眞諦 (499-569). He was also a 
master respected by Xuanzang 玄奘 (602?-664) in the latter’s youth, prior to 
his departure for India. He thus occupies an important position in the history 
of Buddhism in the Sui and early Tang. The third fascicle of the Za apitan xin 
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A Preliminary Examination of Citations 
of Paramārtha’s Doctrines in the Works of Jizang

Nakanishi Hisami

The present study undertakes foundational research towards the ultimate goal 
of examining the infl uence of Paramārtha’s transmission and translation of 
Buddhist ideas upon the doctrinal system of Jizang 吉藏. However, we do 
not here go so far as to elucidate Jizang’s reception of teachings expounded 
by Paramārtha, insofar as he discusses texts translated by Paramārtha such as 
the Mahāyānasaṃgraha. Rather, for present purposes, we restrict ourselves 
to the investigation of those doctrines which Jizang cites as those of 
Paramārtha. Thus, we offer a cursory overview of the following matters: 1) 
instances of direct citation in which Paramārtha’s doctrines are clearly indi-
cated as such by such formulations as “the Trepiṭaka Paramārtha says”; 2) 
Jizang’s interpretation of the testamentary preface formulae appearing at the 
beginning of Buddhist scriptures, which we can expect is connected to the Qi 
shi ji 七事記, a text thought to have been authored by Paramārtha; and 3) the 
commentaries of Paramārtha and Jizang on the Scripture of Humane Kings 
仁王般若經, in which latter connection we restrict ourselves to discussion of 
three topics: a) stages of the bodhisattva path; b) Two Truths and the Middle 
Way; and c) Buddha-nature.

It is diffi cult to glimpse the infl uence of Paramārtha’s teachings from an 
 investigation so extremely confi ned in its scope. Nonetheless, we venture the 
following surmises. First, as might have been expected, Jizang hopes for 
great things from the knowledge and information introduced by Paramārtha 
as translator and intermediary. Moreover, insofar as is revealed by explicit 
 citations, Jizang’s stance towards doctrines propounded by Paramārtha does 
not show much inclination to depend upon them as authoritative; rather, he 
more frequently proffers them as views dissenting from his own, or as one 
among a range of various positions. However, we can also discern that 
 beneath the surface, Jizang relies upon Paramārtha’s teachings to a consider-
able degree, for instance, citing them without explicit acknowledgement to 
supplement and complete his own position. Furthermore, it is also determined 
that among the concepts taken up in the present study, Jizang relies upon 
Paramārtha’s teachings particularly in the instance of Buddha-nature doctrine, 
and specifi cally, in regard to the three kinds of Buddha-nature and 
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Mahāyānasaṃgraha above all others.” This tradition makes it all the more 
unfortunate that the fragments of the “Commentary on the Topics of the 
Mahāyānasaṃgraha-bhāṣya” treated in the present study – that is to say, all 
known extant fragments of the text – are so very few in number. In fact, the 
only fragments still extant today are parts of doctrines reportedly espoused 
by Paramārtha, which cohere in content, that are cited in the works of 
Jizang 吉藏 (549-623) and Wǒnch’ŭk 圓測 (613-696) under the titles of 
“the Mahāyānasaṃgraha Commentary” 攝大乘論疏 and “the Liang 
Mahāyānasaṃgraha Commentary” 梁攝論疏 respectively.

On the basis of these fragments, the present study aims to grasp the intended 
signifi cance of the doctrine propounded by Paramārtha under the name of 
“sons of the Buddha”, referring generally to all bodhisattvas. On the basis of 
these fragments, the aspect of Paramārtha’s theories that we glimpse most 
clearly is his ideas relating to the so-called “stages of the [bodhisattva] 
 career” 行位, namely, the set of “ten faiths” 十信, “ten mental states” 十住 
(in Paramārtha’s translation, 十解), “ten practices” 十行, “ten transferences 
[of merit]” 十迴向, “ten mental stages” 十地 (in Paramārtha’s translation, 十
住), and the Buddha-fruits of “equal awakening” 等覺 and “wondrous awak-
ening” 妙覺 – ideas which underwent special development within the 
Chinese Buddhist world. However, these ideas have been discussed else-
where, and this study will therefore not go into them. Rather, we will focus 
on an aspect of Paramārtha’s thought that attempts to apprehend the distinc-
tive characteristics of the Mahāyāna bodhisattva by means of categories that 
were also current in the Indian Buddhist world (for instance, they are seen in 
the Daśabhūmika-sūtra): two kinds of saṃskāra, namely “wisdom (jñāna) 
without taint (asaṅga) and free of imaginary construction (avikalpa)”, and 
“great compassion (mahākaruṇā)”. In addition, we will also introduce 
Paramārtha’s notion that just as it is the suckling received at the mother’s 
breast that allows the human body to grow after birth – i.e. as human children 
grow towards adulthood thanks to the actions of their mother in giving the 
breastmilk that is her saṃskāra – so, too, in the case of the children of the 
Buddha – including adherents of the hīnayāna who have not yet dedicated 
themselves exclusively to the cultivation of the bodhisattva path – it is “great 
compassion” (mahākaruṇā), as an “act of the dharmakāya” (in the formula-
tion of the Mahāyānasaṃgraha) that allows them, as “children of the 
Buddha”, to attain and complete the bodhisattva path.
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According to the postface appended to Paramārtha’s translation, authored by 
his disciple, Huikai 慧愷 (518-568), Paramārtha also translated into Chinese 
an Indian commentary (yishu 義疏) to this text. This commentary has been 
lost, but according to Wǒnch’ŭk’s 圓測 (613-696) “Commentary to the 
Cheng weishi lun” 成唯識論疏 (also lost), as cited in the Records of the 
Transmission of the Lamp [of the Dharma] to the Eastern Regions (Tōiki 
dentō mokuroku 東域傳燈目錄), it was the work of one *Gopa 瞿波. Almost 
nothing is known of *Gopa, but according to [Kui]Ji’s [窺]基 (632-682) 
“Commentary on the Viṃśatikā Vijñaptimātratāsiddhiḥ”, he was a disciple of 
Vasubandhu. 

A comparison of the lists of Paramārtha translations in the Lidai sanbao ji 歷
代三寶紀 and similar catalogues with the Paramārtha translations in the 
present Chinese canon easily shows that a number of translations by 
Paramārtha once existed under the Northern and Southern Dynasties, but 
have now been lost. However, *Gopa’s commentary is not recorded in the 
lists of Paramārtha translations in the Lidai sanbao ji etc., and it is probably 
for this reason that it has attracted so little attention to date. In this study, the 
author attempts to restore a portion of this commentary by collecting all the 
fragments of *Gopa’s text cited in Buddhist texts of the Sui and the Tang.

Paramārtha’s Doctrine of Mahāyāna Bodhisattvas as 
“Sons of the Buddha”, as Seen in Fragments of Paramārtha’s 

“Commentary on the Topics of the Mahāyānasaṃgraha-bhāṣya”

Muroji Yoshihito 

Paramārtha (499-569) translated the Mahāyānasaṃgraha and Vasubandhu’s 
Mahāyānasaṃgraha-bhāṣya, and is said at the same time to have authored a 
“Commentary on the Topics of the Mahāyānasaṃgraha-bhāṣya” 攝大乘論
義疏. The fundamental source that has transmitted this fact to us is the 
“Preface to the Mahāyānasaṃgraha” composed in 564 by Huikai 慧愷 (518-
568), who was a disciple of Paramārtha when he was active in China. 
However, this commentary is no longer extant. According to the biography of 
Paramārtha related by Daoxuan 道宣 (569-667), “After Paramārtha came to 
China, he translated numerous scriptures of all kinds, but esteemed the 
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byas dang ‘dus ma byas rnam par nges pa). However, it has not been possible 
to investigate rules for conduct of monastic life, as described within the text, 
by comparison to other Vinaya texts belonging to the same school, due to the 
fact that we at present know no Vinaya texts ascribable to the Sāṃmitīya 
apart from the Lü ershier mingliao lun itself. Thus, in the present article, we 
will attempt to get a glimpse of the distinctive characteristics of the Lü 
 ershier mingliao lun by means of comparison of three passages in the text, 
primarily with the Vinayas (Dharmaguptaka, Mahīśāsaka, Sarvāstivāda, 
Mūlasarvāstivāda, Mahāsāṃghika and Theravāda), and secondarily with the 
Pini mu jing 毘尼母經, a text commenting on Vinaya materials. This investi-
gation shows that the accounts of the three passages in question are com-
parable with the six Vinayas of the other schools, but that in places, the con-
tent of the present text is distinctive. This distinctive content is as follows: 1) 
instances in which the concepts expounded in the Lü ershier mingliao lun are 
not found in the parallel loci in the six Vinayas of the other schools, but it is 
possible to fi nd them elsewhere in those Vinayas; and 2) instances in which 
the concepts expounded in the Lü ershier mingliao lun can be found nowhere 
in the Vinayas of other schools. Moreover, in the latter case (2), we fi nd 
 further instances in which the concepts in the Lü ershier mingliao lun are i) 
not found in the Vinayas, but are recorded in the commentarial Pini mu jing; 
and ii) found neither in the Vinayas, nor in the Pini mu jing.

Paramārtha’s Translation of *Gopa’s Lost “Commentary 
on the Viṃśatikā Vijñaptimātratāsiddhiḥ”

Ōtake Susumu

As is well known, in Indian Buddhism, the Mahāyāna Yogācarins expounded 
a doctrine of consciousness only (mind-only doctrine). One work that ex-
pounded consciousness-only doctrine in the early period, and continued to 
exert an infl uence through to later periods of Indian Buddhism, is the 
Viṃśatikā Vijñaptimātratāsiddhiḥ by Vasubandhu (ca. 4-5 century). This text 
was translated three times into Chinese: by *Prajñāruci 般若流支 (5-6 century) 
under the Eastern Wei; by Paramārtha (499-569) under the Chen; and by 
Xuanzang 玄奘 (602-664) under the Tang.  
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2) It is possible that the content of the Triṃśikābhāṣya was known to 
Chinese Buddhists by way of oral transmission or the Cheng weishi lun 
成唯識論 after Xuanzang 玄奘 (602-664) returned from India (in 645). 
However, it is possible to determine that the Jiu shi zhang is not the 
work of a Chinese author after Xuanzang’s return to China from the fact 
that mention and use of the text is found in texts authored by Wŏnhyo 
元曉 (617- 686) before he had any knowledge of the Cheng weishi lun 
(which was completed in 659).

3) The Jiu shi zhang refers to a “chapter on nine consciousnesses” 九
識品 in the Jueding zang lun 決定藏論 as a basis for the doctrine of 
nine consciousnesses. The title of the Jueding zang lun refers to the 
Viniścayasaṃgrahaṇī of the Yogācārabhūmi-śāstra, but the Viniścayasaṃ-
grahaṇī contains no “Nine Consciousnesses” chapter. However, in frag-
ments other than those of the Jiu shi zhang, Paramārtha cites texts other 
than the Yogācārabhūmi (such as the Ratnagotravibhāga) under the 
name of Jueding zang lun or Shiqi di lun 十七地論. For this reason, it is 
possible that the mention of the Jueding zang lun in the Jiu shi zhang 
also refers to some text other than the Viniścayasaṃgrahaṇī. Therefore, 
it is not possible to conclude that the Jiu shi zhang was not the work of 
an Indian author merely because there is no “Nine Consciousnesses” 
chapter in the Viniścayasaṃgrahaṇī. 

On the basis of the above fi ndings, the author concludes that the Jiu shi 
zhang recoverable from the works of Wǒnch’ŭk was directly expounded by 
Paramārtha himself, and that the theory of the Chinese Buddhist origin of 
nine consciousnesses doctrine cannot stand. 

Features of the Lü ershier mingliao lun Translated by Paramārtha

Shōno Masanori

The doctrines expounded in the Lü ershier mingliao lun, transmitted by the 
Sāṃmitīya School, have already been investigated by comparison with 
Sāṃmitīya doctrine as expounded in the Saṃskṛtāsaṃskṛtaviniścaya (‘Dus 
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Paramārtha’s Jiu shi zhang

Ōtake Susumu

Chinese Buddhist materials have transmitted a tradition according to which 
Paramārtha (499-569), an Indian Yogācāra monk who migrated to China, 
 propounded a doctrine of nine consciousnesses, which added to the eight 
 consciousnesses of Yogācāra a ninth *amala-vijñāna (“taintless consciousness”). 
Over the years, this doctrine of nine consciousnesses has attracted the atten-
tion of a number of researchers. However, nobody has yet succeeded in 
 fi nding a doctrine of nine consciousnesses in Indian Buddhist materials. For 
this  reason, the hypothesis has strongly taken hold that the doctrine of nine 
 consciousnesses was expounded not directly by Paramārtha himself, but by a 
Chinese thinker after him. In this brief study, I will provisionally refer to this 
hypothesis as the “theory of the Chinese Buddhist origin of nine conscious-
nesses doctrine”.

According to Chinese Buddhist materials, there is supposed to have existed a 
text by Paramārtha known variously under such titles as Jiu shi yi ji 九識義
記, Jiu shi lun 九識論, Jiu shi zhang 九識章, and so on. However, this text is 
no longer extant, and is known only through a very few fragmentary quotes 
or mentions. Certain of these fragments or mentions expound the doctrine of 
nine consciousnesses, but according to the theory of the Chinese Buddhist 
origin of nine consciousnesses doctrine, these fragments or mentions are to 
be regarded not as the direct expositions of Paramārtha himself, but as the 
doctrines of a Chinese thinker after Paramārtha.

This article will investigate fragments or mentions of the Jiu shi zhang in the 
works of Wǒnch’ŭk 圓測 (613-696) of the Tang, and thereby attempt to show 
that the Jiu shi zhang was directly expounded by Paramārtha himself, that is, 
that the theory of the Chinese Buddhist origin of nine consciousnesses 
 doctrine cannot stand. In sum, the fi ndings of this study are as follows:

1) The Jiu shi zhang recoverable from Wǒnch’ŭk’s works contains 
 parallels to such texts as Paramārtha’s “Commentary on the Scripture of 
Humane Kings” 仁王般若經疏 and Sthiramati’s Triṃśikābhāṣya, and 
we therefore conclude that it was composed by Paramārtha, who was 
Indian.
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mine whether the later authors who cite the texts do so verbatim, or rather, 
whether they paraphrase the texts in their own words. 

To this end, the present author has undertaken a computerised treatment of 
Paramārthan texts, using the method of NGSM (N-Gram-based System for 
Multiple document comparison and analysis), in order to abstract distinctive 
features of their vocabulary and syntax. As a result of this procedure, it is 
clear that among texts which are regarded as highly likely to comprise not 
pure translations, but rather, Paramārtha’s lecture records or original compo-
sitions, the Suixiang lun 隨相論, Shiba kong lun 十八空論 and Xianshi lun 
顯識論 adopt quite similar modes of expression. In particular, the Suixiang 
lun and Shiba kong lun resemble one another very closely, and for this 
 reason, the Chinese text contained therein should be regarded as the product 
of the same hand. Further, it is also clear that there is a considerable difference 
in translation terminology between Paramārthan texts before and after Huikai 
慧愷  began participating in the translation process as amanuensis 筆受. It 
appears that Huikai had a tendency to utilise his own distinctive terms. 

Since Paramārtha translated multiple texts of the Sāṃmitīya School, scholars 
have inferred that he himself was affi liated to the Sāṃmitīya. The authorship 
of the *Sāṃmitīyanikāya-śāstra 三彌底部論 has to date been unresolved. 
However, due to the fact that its vocabulary and syntax resembles that of the 
Paramārthan corpus, we have ascertained that there is a possibility that it, 
too, is a Paramārthan text.

The Foxing lun 佛性論 plentifully utilises distinctive expressions characteristic 
of the Paramārthan corpus. However, there are also numerous places in 
which it uses terminology and syntax resembling that of The Treatise on the 
Awakening of Faith in the Mahāyāna 大乘起信論, on the one hand; while on 
the other hand, there are also some points in which it is unique. For these 
 reasons, we must regard it as distinct in character from other Paramārthan 
texts.



ABSTRACTS

6

of the text.

We have also investigated the possibility that Paramārtha was an adherent of 
the Sāṃmitīya School.  

It is not especially productive to scrutinise the question of whether the con-
tent of Paramārtha’s works, as discoverable through the fragments, directly 
refl ects Paramārtha’s own teachings, or whether it includes an admixture of 
the views of his disciples. For us, it is a given fact that the teachings of 
Paramārtha, an Indian, were recorded by his disciples in the Chinese lan-
guage, and this must constitute the point of departure for our investigations. 
In principle, it is  impossible for us to retrace the so-called “original” features 
of Paramārtha’s own teachings. Our task, rather, is to determine which, of the 
many and  various fragmentary quotations available to us, have transmitted 
the teachings of that group in its original form, or (failing that) which is clos-
est to the original form; and to trace the ways in which that form progressive-
ly mutated over the course of a number of centuries. In this respect, the sur-
viving fragments of Paramārtha’s works constitute the collection of 
statements recognised and transmitted by subsequent generations as 
Paramārtha’s teachings, and not, strictly speaking, the content of those teach-
ings as they issued from Paramārtha’s own mouth. In a certain sense, 
Paramārtha’s exegeses and  commentaries had already undergone a certain 
degree of “sinifi cation” at the very moment they were composed.

The Vocabulary and Syntax of Paramārthan Texts 
– A Comparative Analysis Using NGSM

Ishii Kōsei

It has become increasingly clear that the corpus of texts ascribed to the 
Trepiṭaka Paramārtha as translator includes records of Paramārtha’s lectures 
and his original works. In this study, such texts, in whose composition 
Paramārtha played some indefi nite role, will be referred to as the 
“Paramārthan (corpus of) texts”. In connection with this corpus of 
Paramārthan texts, work is ongoing to collect a large number of surviving 
fragments. In the investigation of these fragments, it is necessary to deter-
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The Fundamental Characteristics of the Activity 
and Works of Paramārtha

Funayama Tōru

The aim of the present study is to determine the characteristics of 
Paramārtha’s teachings, as seen in fragmentary remnants of works recording 
them, via  examination of citations of those fragments in the works of later 
generations. As a result of our investigations, we point to the following fea-
tures of Paramārtha’s exegetical method:

 1. On occasion, we fi nd explanations of multiple meanings for a single 
term or phrase.

 2. We fi nd distinctively detailed interpretative glosses of the semantic 
content of proper names.

 3. We fi nd statements comparing aspects of culture and other phenomena 
between India and China.

 4. On occasion, we fi nd comparative investigation of the positions of 
various Indian Buddhist schools.

 5. On occasion, the names of Chinese people are used in examples.
 6. On occasion, interpretations are given of Buddhist scriptures 

composed in China.  
 7. On occasion, we also fi nd exegesis that deploys doctrines unique to 

Chinese Buddhism.

In addition, we have also indicated that various “non-translation” elements 
can be identifi ed in these works. For example, translation texts often contain 
Chinese binomes translating a single Sanskrit term. In Paramārtha’s exegeti-
cal practice, we sometimes fi nd such binomes, even in such translation texts, 
glossed with separate attention to the individual characters constituting the 
binome, including discussion of differences between the Chinese characters 
in question. Again, translation texts, insofar as we treat them as pure transla-
tions, sometimes contain passages which strictly speaking constitute an 
 interlinear note, and should be presented in smaller type. Paramārtha’s texts, 
however, sometimes treat such passages as if they were part of the main body 
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