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五
頁

眞

如

の

諸

解

釋

︱
︱
泳
語
ta
th
a
tā
と
漢
語
﹁
本
無
﹂﹁
如
﹂﹁
如
如
﹂﹁
眞
如
｣
︱
︱

�

山

園

序
一

イ
ン
ド
佛
敎
に
お
け
る
﹁
眞
如
﹂

二

漢
譯
﹁
眞
如
﹂
の
沿
革

a

｢本
無
｣

b

｢如
﹂
と
﹁
如
如
﹂
の
時
代

c

｢如
如
﹂
の
語
義
解
釋

d

譯
語
と
し
て
の
﹁
眞
如
｣

e

鳩
�
羅
什
以
後

三

｢眞
如
﹂
を
﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
と
に
分
け
て
再
瓜
合
す
る

a

『大
乘
�
信
論
』

b

玄
奘
譯
﹃
成
唯
識
論
』

c

名
詞
複
合
語
と
し
て
の
﹁
眞
如
｣

d

法
藏

e

澄
觀

f

宗
密

四

二
字
熟
語
を
分
解
し
再
瓜
合
す
る

︱
︱
｢眞
如
﹂
以
外
の
例

a

｢如
是
｣

b

｢歡
喜
｣

c

｢讚
歎
﹂﹁
煩
惱
｣

d

護
法
の
﹁
世
俗
﹂
解
釋
？

e

｢信
樂
�
﹂﹁
潤
滑
﹂﹁
方
�
﹂

五

｢眞
如
﹂
に
よ
っ
て
瓜
合
さ
れ
る
諸
槪
念

a

｢如
來
｣

b

｢如
來
藏
﹂﹁
佛
性
﹂﹁
自
性
淸
淨
心
｣

c

｢法
性
﹂﹁
法
界
﹂﹁
法
身
﹂

結
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序
東
ア
ジ
ア
で
佛
敎
語
と
言
え
ば
漢
語
が
大
�
で
あ
る
︒
漢
語
の
佛
敎
語
に
は
佛
敎
傳
來
以
�
よ
り
存
在
し
て
い
た
語
も
勿
論
あ
る
け
れ
ど
も
︑

重
�
な
佛
敎
語
の
な
か
に
は
佛
敎
傳
來
後
に
始
め
て
熟
語
�
し
た
も
の
や
︑
そ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
怨
た
な
漢
字
を
創
出
し
︑
そ
れ
が
佛

典
の
�
 
と
と
も
に
定
着
し
た
も
の
も
あ
る
︒﹁
世
界
﹂﹁
緣
�
﹂﹁
輪
迴
﹂﹁
煩
惱
﹂
な
ど
は
佛
典
漢
譯
で
作
ら
れ
た
怨
た
な
組
合
せ
で
あ
る
︒

﹁
泳
﹂﹁
塔
﹂﹁
"
﹂﹁
僧
﹂﹁
�
﹂﹁
鉢
﹂
﹁
伽
﹂
な
ど
は
漢
譯

︱
︱
と
い
っ
て
も
�
味
の
譯
で
な
く
﹁
$
譯
﹂
と
稱
す
る
$
寫
語
︱
︱

の
た
め

に
作
ら
れ
た
漢
字
で
あ
る
︒
�
古
の
佛
典
漢
譯
者
は
安
世
高
だ
が
︑
後
漢
の
許
愼
﹃
說
�
解
字
﹄
の
成
立
後
に
活
動
し
た
た
め
︑
安
世
高
お
よ

び
以
後
の
怨
字
は
﹃
說
�
﹄
に
載
錄
し
て
い
な
い(1

)

︒

佛
敎
語
の
中
に
は
何
か
得
體
の
知
れ
な
い
妙
な
も
の
や
︑
讀
め
て
も
�
味
の
見
當
す
ら
つ
か
ぬ
語
も
あ
る
︒
本
稿
で
(
題
と
し
て
取
り
上
げ

る
佛
敎
語
も
ま
こ
と
に
奇
妙
奇
天
烈
︑
佛
敎
の
香
り
芬
々
た
る
二
字
熟
語
で
あ
る
︒
な
か
ん
ず
く
小
論
副
題
に
揭
げ
た
﹁
眞
如
﹂﹁
如
如
﹂

﹁
如
﹂
は
︑
見
た
こ
と
の
あ
る
人
は
多
い
だ
ろ
う
が
︑
ど
ん
な
�
味
な
の
か
詳
し
く
說
*
せ
よ
と
言
わ
れ
た
ら
狼
狽
え
る
よ
う
な
語
で
あ
る
︒

吳
$
に
よ
る
佛
敎
語
の
發
$
は
そ
れ
ぞ
れ
シ
ン
ニ
ョ
︑
ニ
ョ
ニ
ョ
︑
ニ
ョ
だ
と
言
え
ば
さ
ら
に
分
が
惡
い
︒
し
か
し
こ
れ
ら
は
大
乘
佛
敎
の
根

幹
に
位
置
す
る
語
で
あ
る
か
ら
︑
分
か
ら
な
い
と
無
視
し
て
濟
ま
す
わ
け
に
行
か
な
い
︒
本
稿
は
こ
れ
ら
三
語
を
中
心
に
︑
周
邊
と
背
後
に
あ

る
漢
字
特
/
の
思
考
法
を
探
り
︑
そ
こ
か
ら
佛
敎
敎
理
學
と
い
う
特
殊
な
分
野
に
何
か
怨
た
な
視
座
を
組
み
0
め
な
い
か
︑
檢
討
し
て
み
た
い
︒

本
稿
の
1
う
語
彙
は
︑
基
本
語
で
あ
る
が
故
に
︑
イ
ン
ド
佛
敎
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
や
パ
ー
リ
語
の
�
獻
を
取
り
上
げ
た
關
連
硏
究
が
多

い
︒
チ
ベ
ッ
ト
語
譯
に
關
す
る
論
考
も
あ
る
︒
し
か
し
本
稿
の
目
ざ
す
到
4
點
は
イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
の
佛
敎
敎
理
學
で
は
な
い
︒
漢
字
を
用

い
て
表
現
し
︑
漢
字
だ
け
で
思
考
し
た
人
々
の
佛
敎
學
5
6
を
1
い
︑
一
7
�
獻
の
示
す
敎
說
に
沿
っ
て
內
容
と
面
白
さ
を
紹
介
し
た
い
︒

中
國
の
佛
敎
思
想
6
と
い
う
と
︑
當
然
の
こ
と
な
が
ら
い
わ
ゆ
る
﹁
宗
9
﹂
の
/
無
や
解
釋
の
液
儀
︑
特
定
の
�
獻
群
に
基
づ
く
敎
理
學
の
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特
;

︱
︱
た
と
え
ば
唯
識
學
・
三
論
學
・
天
台
學
・
華
嚴
學
︱
︱

と
向
き
合
う
こ
と
を
<
ら
れ
る
︒
し
か
し
本
稿
で
は
あ
ま
り
縱
割
り
>

な
傳
瓜
や
學
識
に
は
蹈
み
0
ま
ぬ
よ
う
︑
一
定
の
�
慮
を
保
ち
な
が
ら
論
考
を
試
み
る
︒
縱
割
り
>
な
狹
い
思
考
と
は
一
線
を
劃
す
思
想
6
と

し
て
︑
六
?
隋
@
佛
敎
6
に
A
底
す
る
思
考
法
と
論
理
の
�
獻
學
>
探
求
を
心
が
け
る
︒

一

イ
ン
ド
佛
敎
に
お
け
る
﹁
眞
如
﹂

本
題
に
入
ろ
う
︒﹁
本
無
﹂﹁
如
﹂
﹁
如
如
﹂﹁
眞
如
﹂
は
B
て
同
じ
原
語
の
譯
語
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
漢
譯
の
基
と
な
っ
た
原
典
は
廣
義
の
イ
ン

ド
語
で
書
か
れ
た
︒
歷
6
か
ら
D
滅
し
た
言
語
も
あ
る
が
︑
現
存
す
る
原
典
に
限
っ
て
言
え
ば
︑
そ
の
言
語
は
︑
ご
く
*
か
の
例
外
を
除
き
︑

B
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
か
パ
ー
リ
語
で
あ
る
︒
そ
し
て
�
者
の
E
が
極
め
て
高
い
︒

本
稿
の
1
う
漢
譯
四
語
の
原
語
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
は

ta
th
a
tā
か

b
h
ū
ta
ta
th
a
tā
か
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

(
d
e
L
a
V
a
llé
e
P
o
u
ssin

1
9
3
0

(
2
)

)
︒
兩
者
の
う
ち
遙
に
頻
度
の
高
い
の
は

ta
th
a
tā
で
あ
る(3

)

︒
カ
タ
カ
ナ
で
類
似
$
を
表
せ
ば
︑
タ
タ
タ
ー
︒
さ
ら
に
Z
屈
で
凝
っ
た
表
記

を
す
れ
ば
タ
ト
ハ

タ
ー
の
よ
う
な
$
で
あ
る

(th
は
t
の
/
氣
$
)
︒
他
方
︑
パ
ー
リ
語
の
場
合
︑
原
語
は
ta
th
a
tā
か

ta
th
a
tta
で
あ
る
︒

初
[
佛
敎
の
時
代
は

ta
th
a
tā
と
い
う
語
を
用
い
る
例
が
少
な
く
︑
部
9
佛
敎
ア
ビ
ダ
ル
マ
時
代
に
至
り
︑
ta
th
a
tā
に
五
種
あ
り
と
說
く
部

9
が
現
れ
た
り
も
し
た
が
︑
該
語
の
\
用
頻
度
は
高
く
な
い
と
言
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
部
9
佛
敎
時
代
に
行
わ
れ
た
思
想
>
分
析
も
い
ま
だ
よ
く

分
か
っ
て
い
な
い

(赤
沼
一
九
二
九
︑
高
崎
一
九
九
〇
)
︒
こ
う
し
た
中
で

ta
th
a
tā
を
5
語
と
し
て
取
り
1
い
︑
思
想
を
深
め
始
め
た
の
は
初
[

大
乘
佛
敎
の
空
思
想
で
あ
っ
た
︒
特
に
﹃
般
若
經
﹄
は
B
て
の
存
在
事
物
が
具
/
す
る

ta
th
a
tā
や
五
蘊

︱
︱
色
・
]
・
想
・
行
・
識
︱
︱

の
各
�
素
の

ta
th
a
tā
に
つ
い
て
說
き
︑
ま
た
佛
の

ta
th
a
tā
や
阿
羅
漢
の

ta
th
a
tā
も
論
じ
︑
そ
れ
ら
を
總
論
>
に
1
う
こ
と
で
諸
存
在
の
空

性
を
說
い
た
︒﹁
X
の

ta
th
a
tā﹂
と
は
︑
�
す
る
に
︑
事
物
・
人
格

(X
)

の
あ
る
が
ま
ま
・
眞
相
・
本
當
の
^
を
�
味
し
た
︒
こ
う
し
て

ta
-

眞如の諸解釋
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th
a
tā
は
そ
の
事
物
・
人
格
の
本
性

(
sv
a
b
h
ā
v
a
,
p
ra
k
ṙti)

と
同
義
で
あ
る
こ
と
も
論
じ
ら
れ
た
︒
現
代
語
に
引
き
つ
け
る
な
ら
︑
そ
れ
を
物
事

の
本
質

e
sse
n
c
e
な
い
し
眞
の
あ
り
樣

re
a
lity
と
理
解
し
て
も
>
を
外
し
て
い
な
い
︒

こ
う
し
て
大
乘
佛
敎
は

ta
th
a
tā
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
場
合
︑﹁
X
の

ta
th
a
tā﹂
と
相
反
す
る
槪
念
は
何
か
と
言
え
ば
﹁
X

の
僞
り
の
^
﹂
で
あ
り
︑
m
識
論
と
の
絡
み
で
言
え
ば
︑
X
を
對
象
と
し
て
生
じ
る
﹁
分
別

v
ik
a
lp
a
,
“
c
o
n
c
e
p
tio
n
”﹂
な
い
し
﹁
分
別
知

v
ik
a
lp
a
jñ
ā
n
a
,
“
c
o
n
c
e
p
tu
a
l
c
o
g
n
itio
n
”﹂
が
﹁
X
の

ta
th
a
tā﹂
の
對
立
槪
念
の
一
つ
だ
と
言
え
る
︒
分
別
や
分
別
知
と
は
︑
頭
で
v
手
に

思
い
計
ら
う
m
識
や
妄
想
の
こ
と
で
あ
る
︒

た
だ
︑
佛
敎
で
は
眞
に
實
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
論
ず
る
場
合
で
あ
っ
て
も
︑
實
在
を
單
層
x
y
と
は
理
解
せ
ず
︑
た
と
え
ば
こ
の
世
閒
一

般
で
人
々
が
是
m
す
る
よ
う
な
眞
實
の
7
元
や
︑
宗
敎
>
修
行
に
よ
っ
て
體
得
し
た
眞
實
の
7
元
︑
さ
ら
に
眞
實
の
中
で
も
究
極
の
眞
實
な
ど
︑

{
つ
か
の
階
層
に
分
類
す
る
傾
向
が
强
い
︒
こ
れ
に
應
じ
て

ta
th
a
tā
を
種
類
分
け
し
た
り

(渡
邊
一
九
四
八
・
七
四
～
七
六
)
︑
ta
th
a
tā
の
類
義

語
を
示
す
こ
と
も
經
典
}
釋
で
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
︒
類
義
語
に
關
す
る
說
は
�
獻
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
衣
な
り
一
定
し
な
い
が
︑
し
ば
し
ば

說
か
れ
る
說
と
し
て
は
︑
ta
th
a
tā
眞
如

(そ
の
ま
ま
の
^
︑
あ
る
が
ま
ま
の
眞
實
)
︑
d
h
a
rm
a
tā
法
性

(存
在
物
の
本
性
)
︑
d
h
a
rm
a
d
h
ā
tu
法
界

(眞
實
在
の
領
域
)
︑
d
h
a
rm
a
k
ā
y
a
法
身

(肉
體
で
な
く
眞
理
と
し
て
の
佛
陀
︑
佛
の
敎
說
)

そ
の
他
を
同
義
語
と
み
な
す

(高
崎
一
九
九
〇
﹁
三
﹁
眞
如
﹂

の
類
槪
念
﹂
と
渡
邊
一
九
四
八
參
照
)
︒
十
世
紀
末
頃
︑
現
ビ
ハ
ー
ル
州
に
存
在
し
た
ヴ
ィ
ク
ラ
マ
シ
ー
ラ
大
寺
院
で
執
筆
活
動
を
展
開
し
た
プ
ラ

ジ
ュ
ニ
ャ
ー
カ
ラ
マ
テ
ィ

P
ra
jñ
ā
k
a
ra
m
a
ti
が
﹁
一
切
諸
存
在
に
固
/
の
本
性
な
き
こ
と

(一
切
法
無
自
性
)
︑
空
で
あ
る
こ
と
︑
眞
如
︑
實
在

の
究
極

(眞
際
)
︑
眞
實
在
の
領
域
な
ど
の
同
義
語
が
あ
る

(
B
o
d
h
ic
a
ry
ā
v
a
tā
ra
p
a
ñ
jik
ā
九
違
二
偈
}

:
sa
rv
a
d
h
a
rm
ā
ṅ
ā
ṁ

n
iḣ
sv
a
b
h
ā
v
a
tā
,
śū
n
y
a
tā
,

ta
th
a
tā
,
b
h
ū
ta
k
o
ṫiḣ
,
d
h
a
rm
a
d
h
ā
tu
r
ity
ā
d
ip
a
ry
ā
y
ā
ḣ
)

と
解
說
す
る
の
は
理
解
の
一
助
と
な
る
︒

こ
う
し
た
敎
理
學
に
加
え
て
︑
と
り
わ
け
�
け
て
A
れ
な
い
哲
學
>
課
題
と
し
て
さ
ら
に
︑
甲
の

ta
th
a
tā
と
乙
の

ta
th
a
tā
は
同
じ
か
別

か
の
存
在
論
と
m
識
論
や

ta
th
a
tā
の
數
に
議
論
は
 
ん
だ
︒
こ
の
世
界
に
存
在
す
る

ta
th
a
tā
は
た
だ
一
つ
な
の
か

(單
一
の

ta
th
a
tā
が
複
數
の
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事
物
や
人
物
に
分
/
さ
れ
る
の
か
)
︑
ta
th
a
tā
は
そ
れ
を
具
/
す
る
事
物
や
人
の
數
だ
け
別
個
に
存
在
す
る
か
と
い
う
問
い
か
け
は
︑
哲
學
と
し
て

至
極
ま
っ
と
う
な
問
題
設
定
で
あ
る
︒
そ
れ
は
�
�

u
n
iv
e
rsa
l
と
個
物
p
a
rtic
u
la
r
を
め
ぐ
る
問
題
に
歸
結
す
る
︒

さ
ら
に
︑
こ
の
論
點
は
︑
イ
ン
ド
語
を
代
表
す
る
言
語
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
あ
る
こ
と
と
深
く
關
わ
る
︒
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
何
か

を
表
現
す
る
場
合
︑
印
歐
語
族
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
は
名
詞
形
容
詞
の
數

︱
︱
單
數

sin
g
u
la
r・
雙
數

d
u
a
l・
複
數

p
lu
ra
l
︱
︱

の
別

や
︑
名
詞
形
容
詞
の
八
種
の
格
變
�

︱
︱
(
格

n
o
m
in
a
tiv
e・
呼
格

v
o
c
a
tiv
e・
對
格

a
c
c
u
sa
tiv
e・
具
格

in
stru
m
e
n
ta
l・
與
格

d
a
-

tiv
e・
奪
格

a
b
la
tiv
e・
屬
格

g
e
n
itiv
e
・
於
格
／
位
格

lo
c
a
tiv
e
︱
︱

の
別
は
言
う
に
 
ば
ず
︑
樣
々
な
局
面
で
�
法
>
制
�
が
あ
る
︒
言

語
の
嚴
密
さ
と
�
法
>
複
雜
さ
は
表
裏
一
體
で
あ
る
︒
本
稿
(
題
の

ta
th
a
tā
と
い
う
語
の
場
合
︑
ta
th
ā
(そ
の
よ
う
な
︑
su
c
h
/
th
u
s)

に
-
tā

と
い
う
接
尾
辭
を
付
し
て
女
性
單
數

fe
m
in
in
e
sin
g
u
la
r
の
抽
象
名
詞
を
形
成
す
る
︒
そ
の
原
義
を
直
譯
す
る
と
﹁
そ
の
よ
う
で
あ
る
こ
と

th
e
sta
te
o
f
b
e
in
g
su
c
h
﹂﹁
そ
の
よ
う
性

su
c
h
n
e
ss﹂
で
あ
る
︒
こ
の
語
を
存
在
論
の
根
底
に
位
置
づ
け
て
哲
學
談
義
を
す
る
の
は
極
め
て

イ
ン
ド
>
で
あ
る
︒
他
言
語
に
は
馴
染
ま
な
い
面
も
少
な
く
な
い
︒
た
と
え
ば

ta
th
a
tā
に
關
す
る
存
在
論
と
m
識
論
を
�
段
の
現
代
日
本
語

で
x
築
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
︒
日
本
語
ば
か
り
で
は
な
い
︒
英
語
の
場
合
で
も
ta
th
a
tā
の
英
譯

su
c
h
n
e
ss
は
怨
た
に
創
作

し
た
y
語
で
あ
る
︒
現
代
語
の
み
な
ら
ず
︑
實
は
古
典
漢
語
で
も
事
�
は
B
く
同
じ
で
あ
る
︒
�
譯
を
介
し
て
傳
來
し
た
外
來
�
獻
を
素
材
と

し
な
が
ら
外
國
語
特
/
の
表
現
や
思
考
に
束
�
さ
れ
ず
に
漢
語
で
自
然
に
議
論
す
る
こ
と
は
︑
ほ
と
ん
ど
實
現
不
可
能
な
難
事
で
あ
っ
た
と

言
っ
て
も
よ
い
︒

接
尾
辭

-
tā
は
後
代
の
漢
譯
で
言
え
ば
﹁
性
﹂
に
相
當
す
る
語
尾
で
あ
り
︑﹁
～
で
あ
る
こ
と
﹂﹁
～
性
﹂
を
�
味
す
る
︒
ま
た
時
に
は
﹁
～

と
し
て
の
本
性
﹂
と
い
う
�
味
と
な
る
こ
と
も
あ
る
︒
接
尾
辭
-
tā
は
英
語
で
い
え
ば

-
n
e
ss
や

–
h
o
o
d
に
相
當
す
る
︒
そ
し
て
︑
こ
こ
が
肝

�
な
點
だ
が
︑
英
語
の
場
合
と
B
く
同
樣
に
︑
-
tā
で
�
わ
る
名
詞
も
必
ず
單
數
で
あ
っ
て
︑
複
數
形
と
は
な
ら
な
い
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

哲
學
の
論
題
と
し
て
は
︑
こ
の
世
界
の
B
て
の

ta
th
a
tā
は
︑
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
�
法
に
沿
っ
て
單
一
の
抽
象
>
存
在
に
歸
結
す
る
の
か
︑
そ

眞如の諸解釋
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れ
と
も
言
語
表
現
と
は
�
に
︑
世
界
の
事
物
や
人
の
數
だ
け

ta
th
a
tā
は
存
在
す
る
け
れ
ど
も
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と
し
て
複
數
形
で
示
せ
な

い
だ
け
な
の
か
︒
敢
え
て
單
純
�
し
て
極
論
す
れ
ば
︑
世
界
の
原
理

(
ta
th
a
tā
)

と
森
羅
萬
象

(
ta
th
a
tā
を
具
/
す
る
個
々
の
事
物
・
動
物
・
人
閒
た

ち
)

の
關
係
を
論
ず
る
と
い
う
�
味
で
︑
�
�
と
個
物
︑
單
一
原
理
と
多
樣
な
現
象
を
め
ぐ
る
視
座
が

ta
th
a
tā
の
�
�
に
は
常
に
內
在
す
る
︒

そ
れ
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
用
い
ず
︑
﹁
如
﹂﹁
如
如
﹂﹁
眞
如
﹂
等
の
不
自
然
な
譯
の
漢
語
で
推
し
�
め
た
結
果
︑
漢
語
と
そ
の
思
考
は
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
よ
る
イ
ン
ド
人
の
思
想
と
衣
な
る
發
展
を
示
し
た
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
︑
こ
れ
が
本
稿
の
目
標
で
あ
る
︒

以
上
は
抽
象
>
す
ぎ
た
が
序
の
�
長
上
に
あ
る
緖
論
で
あ
っ
た
︒
7
の
第
二
�
よ
り
︑
漢
語
に
卽
し
た
具
體
>
�
獻
の
檢
討
に
移
り
た
い
︒

二

漢
譯
﹁
眞
如
﹂
の
沿
革

a

｢
本
無
﹂

｢眞
如
﹂
と
い
う
譯
語
の
發
生
は
遲
い
︒
佛
典
漢
譯
が
後
漢
に
始
ま
っ
て
暫
く
の
閒
︑
後
に
廣
く
用
い
る
よ
う
に
な
る
﹁
眞
如
﹂
と
い
う
譯

語
に
相
當
す
る
も
の
が
な
く
︑
初
め
は
﹁
本
無
﹂
と
表
現
し
た
こ
と
は
︑
多
く
の
硏
究
の
指
摘
す
る
A
り
で
あ
る
︒
後
漢
の
桓
¡

(位
一
四
六

～
六
七
)

の
時
代
す
な
わ
ち
二
世
紀
中
葉
に
︑
洛
陽
で
譯
經
を
開
始
し
た
安
世
高
の
活
動
年
代
は
イ
ン
ド
大
乘
の
成
立
[
と
¢
い
た
め
︑
彼
の

譯
經
に
は
確
實
に
大
乘
と
斷
定
で
き
ぬ
も
の
が
あ
り
︑
そ
れ
故
︑
大
乘
に
頻
出
す
る
﹁
眞
如
﹂
に
あ
た
る
安
世
高
譯
も
特
定
し
難
い
︒
そ
れ
に

對
し
て
安
世
高
の
�
一
世
代
後
に
同
じ
く
洛
陽
で
譯
經
活
動
を
行
っ
た
荏
婁
â
讖
に
は
﹁
本
無
﹂
を
\
用
す
る
*
證
が
あ
る
︒
荏
婁
â
讖
の
譯

﹃
£
行
般
若
經
﹄
︱
︱
イ
ン
ド
西
域
も
含
め
て
現
存
�
古
の
般
若
經
完
本
︱
︱

卷
五
に
﹁
本
無
品
﹂
と
い
う
違
が
あ
り
︑
こ
う
說
か
れ
る
︒

諸
存
在
は
何
か
か
ら
生
ず
る
こ
と
な
く
︑
タ
タ
ー
ガ
タ

(怛
�
阿
竭
＊

)

の
敎
え
に
從
う
︒
タ
タ
ー
ガ
タ
の
敎
え
に
從
う
こ
と
が
本﹅

無﹅

で
あ

東 方 學 報
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る
︒
そ
の
本﹅

無﹅

も
ど
こ
か
か
ら
來
る
の
で
も
な
く
ど
こ
か
へ
去
る
の
で
も
な
い
︒
タ
タ
ー
ガ
タ
は
本﹅

無﹅

で
あ
り
︑
諸
存
在
も
本﹅

無﹅

で
あ
る
︒

諸
存
在
も
本﹅

無﹅

で
あ
り
︑
タ
タ
ー
ガ
タ
も
本﹅

無﹅

で
あ
り
︑
本﹅

無﹅

と
別
で
は
な
い
︒
⁝
⁝

諸
法
無
¦
從
生
︑
爲
隨
怛
�
阿
竭
敎
︒
隨
怛
�
阿
竭
敎
︑
是
爲
本﹅

無﹅

︒
本﹅

無﹅

亦
無
¦
從
來
︑
亦
無
¦
從
去
︒
怛
�
阿
竭
本﹅

無﹅

︑
諸
法
亦
本﹅

無﹅

︒
諸
法
亦
本﹅

無﹅

︑
怛
�
阿
竭
亦
本﹅

無﹅

︑
無
衣
本﹅

無﹅

︒
⁝
⁝

(大
正
八
・
四
五
三
中
)

＊

怛
�
阿
竭
は
如
來

(タ
タ
ー
ガ
タ
ta
th
ā
g
a
ta
)

の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
形
の
影
¨
を
殘
す
古
い
$
寫
語
︒
佛
陀
を
指
す
︒

こ
の
よ
う
な
﹁
本
無
﹂
は
絕
對
>
狀
態
を
指
す
語
で
あ
り
︑
對
應
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
﹃
八
千
頌
般
若
經
﹄
A
ṡṫa
sā
h
a
srik
ā

P
ra
jñ
ā
p
ā
ra
m
itā
の
�
言
と
對
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
原
語
は

ta
th
a
tā
だ
と
確
定
で
き
る
︒
違
名
﹁
本
無
品
﹂
も
﹁
T
a
th
a
tā
違
﹂

の
譯
で
あ
る
︒
�
�
に
営
べ
た
A
り
︑
ta
th
a
tā
を
直
譯
す
れ
ば
﹁
そ
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
︑
そ
の
ま
ま
性
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
語
は
事
物
や
m

識
の
究
極
>
な
性
質
・
眞
相
を
�
味
す
る
語
と
し
て
イ
ン
ド
大
乘
佛
典
で
多
用
さ
れ
た
︒

さ
ら
に
︑
こ
れ
ま
た
多
く
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
︑﹁
本
無
﹂
は

ta
th
a
tā
の
®﹅

語﹅

譯﹅

で
は
な
く
︑
も
ち
ろ
ん
$
譯

(
$
寫
語
)

で
も
な
く
︑

£
家
の
重
視
す
る
﹁
無
﹂
に
基
づ
き
︑
﹁
本
﹂
を
付
し
て
强
¯
し
た
語
で
あ
る(4

)

︒﹁
本
無
﹂
は
﹃
老
子
﹄
や
﹃
莊
子
﹄
に
そ
の
ま
ま
出
る
語
で
は

な
い
が
︑﹃
老
子
﹄
四
十
違
に
﹁
天
地
萬
物
ハ
/
ヨ
リ
生
ジ
︑
/
ハ
無
ヨ
リ
生
ズ
﹂
と
︑
無
を
根
源
と
す
る
考
え
が
あ
る
よ
う
に
︑﹃
老
子
﹄
の

﹁
無
﹂
を
直
接
>
背
景
と
す
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑﹁
本
無
﹂
と
い
う
語
そ
れ
自
體
の
來
歷
は
い
ま
だ
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
︒﹃
晉
書
﹄
王
衍

傳
に
﹁
無
﹂
と
﹁
本
﹂
を
繫
げ
る
內
容
を
含
む
7
の
一
�
と
關
連
す
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る

(湯
用
彤
一
九
三
八
・
一
四
七
)
︒

魏
の
正
始
年
閒

(二
四
〇
～
四
九
)
︑
何
晏

(二
四
九
卒
)

や
王
弼

(二
二
六
～
四
九
)

は
︑
老
莊
の
敎
え
を
]
け
繼
い
で
こ
う
論
じ
た
︑﹁
天

地
萬
物
の
B
て
は
無﹅

を﹅

根﹅

本﹅

と﹅

す﹅

る﹅

︒
無
こ
そ
が
人
々
の
知
を
開
き
︑
世
の
事
業
を
成
し
＊

︑
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
關
係
す
る
の
で

眞如の諸解釋
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あ
る
︒
陰
と
陽
は
︹
無
に
︺
基
づ
い
て
︹
萬
物
を
︺
�
育
し
︑
萬
物
は
︹
無
に
︺
基
づ
い
て
樣
々
な
形
を
と
る
︒
賢
者
は
︹
無
に
︺
基
づ

い
て
德
を
完
成
し
︑
不
³
の
愚
者
は
︹
無
に
︺
基
づ
い
て
禍
い
を
免
れ
る
︒
か
く
し
て
無
の
作
用
は
︑
世
俗
の
¶
位
と
無
緣
で
＊
＊

·
い
﹂

と
︒
王
衍
は
こ
れ
を
た
い
そ
う
重
ん
じ
た
︒

魏
正
始
中
︑
何
晏
︑
王
弼
等
祖
営
老
莊
︑
立
論
以
爲
﹁
天
地
萬
物
皆
以﹅

無﹅

爲﹅

本﹅

︒
無
也
者
︑
開
物
成
務
＊

︑
無
¹
不
存
者
也
︒
陰
陽
恃
以

�
生
︑
萬
物
恃
以
成
形
︑
賢
者
恃
以
成
德
︑
不
³
恃
以
免
身
︒
故
無
之
爲
用
︑
無
¶
＊
＊

而
貴
矣
﹂︒
衍
甚
重
之
︒

＊

『易
﹄
繫
辭
傳
上
﹁
夫
易
何
爲
也
︒
夫
易
開
物
成
務
︑
冒
天
下
之
理
︑
如
斯
而
已
者
也
﹂︒

＊
＊

『莊
子
﹄
徐
無
鬼
º
﹁
»
人
幷
¼
天
地
︑
澤
 
天
下
︑
而
不
知
其
誰
氏
︒
是
故
生
無
¶
︑
死
無
諡
︑
實
不
聚
︑
名
不
立
︑
此
之
謂

大
人
﹂︒

右
の
年
代
は
荏
婁
â
讖
よ
り
後
だ
が
︑
﹁
以
無
爲
本
﹂
を
﹁
無
ヲ
以
テ
本
ト
爲
ス
﹂
と
訓
む
こ
と
に
着
目
す
る
と
︑
荏
婁
â
讖
譯
の
﹁
本
無
﹂

も
﹁
無
ヲ
本
ト
ス
﹂
と
解
す
べ
き
可
能
性
が
出
て
く
る
︒
こ
れ
を
問
題
と
す
る
理
由
は
︑
先
行
硏
究
が
﹁
本
無
﹂
に
言
 
す
る
時
︑
ど
う
理
解

す
べ
き
か
を
*
記
し
な
い
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
︒
*
記
さ
れ
る
場
合
︑
そ
の
內
容
は
王
衍
傳
と
衣
な
る
︒
ツ
ュ
ル
ヒ
ャ
は
﹁
本
無
﹂
を

fu
n
-

d
a
m
e
n
ta
l
n
o
n
-
b
e
in
g
と
譯
す

(
Z
ü
rc
h
e
r
1
9
5
9
:
v
o
l.1
,
p
.1
3
7
)
︒
筆
者
も
か
つ
て
﹁
本
來
>
な
無
﹂
と
い
う
理
解
を
示
し
た

(
�
山
二
〇
一
三
・

二
一
五
)
︒
敢
え
て
訓
讀
す
れ
ば
﹁
本
ナ
ル
無
﹂
で
あ
る
︒
赤
沼

(一
九
八
一
・
三
一
八
)

も
﹁
本
よ
り
な
し
と
讀
む
べ
き
も
の
﹂
と
い
う
︒
同
樣

に
解
す
る
者
は
少
な
く
あ
る
ま
い
︒
だ
が
王
衍
傳
か
ら
推
測
さ
れ
る
�
味
は
衣
な
る
︒
以
上
︑
今
は
問
題
提
�
に
留
め
た
い
︒

｢本
無
﹂
は
荏
婁
â
讖
の
譯
語
に
基
づ
く
﹃
大
*
度
經
﹄
卷
四
﹁
本
無
品
﹂
(大
正
八
・
四
九
三
下
～
四
九
四
上
)

等
に
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
そ
の

後
も
*
か
な
が
ら
用
例
が
あ
る(

5
)

︒
た
と
え
ば
西
晉
の
竺
法
護
譯
般
若
經
﹃
光
讚
經
﹄
卷
八
に
﹁
タ
タ
ー
ガ
タ
の
本
無
自
然

(本
無
と
い
う
特

;
？
)

と
本
來
の
特
;
は
︑
ど
こ
か
か
ら
來
る
の
で
も
な
く
去
る
の
で
も
な
く
︑
ず
っ
と
と
ど
ま
る
の
で
も
な
い

(怛
�
阿
竭
本﹅

無﹅

自
然
 
自
然
相
︑

東 方 學 報
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無
¦
從
來
︑
無
¦
從
去
︑
亦
無
¦
Ä
)
﹂
と
あ
る

(大
正
八
・
二
〇
三
中
)
︒
ま
た
︑﹁
本
無
﹂
を
譯
語
と
し
て
殘
し
つ
つ
も
譯
語
が
一
定
せ
ず
︑
7
項

で
後
営
す
る
よ
う
な
他
の
怨
た
な
譯
語

︱
︱
｢如
﹂
そ
の
他
︱
︱

を
用
い
る
譯
本
も
登
場
し
た
︒
た
と
え
ば
後
秦
の
竺
佛
念
譯
﹃
菩
�
瓔
珞

經
﹄
(三
七
六
年
譯
)

に
は
︑
本
來
同
義
語
で
あ
る
べ
き
﹁
本
無
﹂﹁
如
﹂﹁
如
如
﹂﹁
眞
如
﹂
が
同
一
經
內
に
混
在
す
る
︒
同
譯
﹃
十
Ä
斷
結
經
﹄

に
は
﹁
本
無
﹂﹁
如
﹂﹁
如
如
﹂﹁
眞
如
﹂
の
ほ
か
︑
さ
ら
に
﹁
如
爾
﹂
を
も
同
義
語
と
し
て
\
用
す
る

(鍵
(
一
九
六
八
・
三
六
～
四
七
)
︒

b

｢
如
﹂
と
﹁
如
如
﹂
の
時
代

般
若
經
諸
譯
の
場
合
︑
違
名
﹁
本
無
品
﹂
は
︑
荏
Å
譯
と
傳
え
ら
れ
る
﹃
大
*
度
經
﹄
卷
四
と
︑
三
世
紀
中
葉
の
無
羅
叉
／
無
叉
羅

(
*M
o
k
ṡa
la
?

(
6
)

)

譯
﹃
放
光
般
若
經
﹄
卷
二
︑
そ
し
て
曇
�
蜱
・
竺
佛
念
譯
と
傳
え
ら
れ
る
﹃
�
訶
般
若
鈔
經
﹄
卷
四
に
も
︑
同
じ
く
﹁
本
無
品
﹂

に
も
出
る
︒
た
だ
し
﹃
放
光
般
若
經
﹄
で
は
違
名
と
裏
腹
に
實
際
の
譯
�
は
﹁
本
無
﹂
を
用
い
ず
︑﹁
如
﹂
と
譯
し
︑
時
に
稀
に
﹁
如
如
﹂
と

も
譯
す
︒

①

シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
は
ス
ブ
ー
テ
ィ
に
質
問
し
た
︑﹁
五
つ
の
集
ま
り

(﹁
五
陰
｣=

五
蘊=

色
・
]
・
想
・
行
・
識
)

の
特
;
は
ど
の
よ
う

な
も
の
か
︒
六
つ
の
波
羅
蜜
や
佛
獨
自
の
十
八
�
素
の
特
;
は
ど
の
よ
う
か
︒
存
在
物
の
本
性

(﹁
法
性
﹂
)

や
あ
る
が
ま
ま
の
^

(﹁
如
﹂
)

や
究
極
相
の
特
;

(﹁
眞
際
﹂
)

は
ど
の
よ
う
か
︒

舍
利
弗
問
須
菩
提
言
︑﹁
五
陰
狀
貌
何
類
︒
六
波
羅
蜜
︑
佛
十
八
法
狀
貌
何
類
︒
法
性
 
如﹅

︑
眞
際
︑
其
狀
貌
何
類
﹂
(﹃
放
光
般
若
經
﹄
卷

二
︑
本
無
品
︒
大
正
八
・
一
五
中
)
︒
類
似
內
容
と
し
て
卷
四

(大
正
八
・
二
二
上
～
中
)

參
照
︒

②

五
つ
の
集
ま
り

(五
陰
)

は
ど
う
し
て
と
て
も
深
い
の
か
︒
五
つ
の
集
ま
り
は
あ
る
が
ま
ま
で
あ
る
か
ら
︑
と
て
も
深
い
︒
そ
れ
は

眞如の諸解釋
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悟
り
の
あ
る
が
ま
ま
と
同
じ
で
あ
る
︒
そ
れ
故
︑
五
つ
の
集
ま
り
は
と
て
も
深
く
︑
悟
り
も
と
て
も
深
い
︒
何
故
に
ま
っ
た
く
そ
の
ま
ま

(如
如
)

で
あ
る
の
か
︒
抑
も
そ
の
ま
ま
の
^
は
五
つ
の
集
ま
り
で
も
な
く
︑
五
つ
の
集
ま
り
を
離
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
︒
そ
の
ま
ま

の
^
は
悟
り
で
も
な
く
︑
ま
た
悟
り
を
離
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
︒

五
陰
云
何
甚
深
︒
五
陰
如﹅

如﹅

︑
以
是
甚
深
︑
亦
如
£
如
︒
是
故
五
陰
甚
深
︑
£
亦
甚
深
︒
云
何
如﹅

如﹅

︒
夫
如﹅

者
︑
亦
非
五
陰
︑
亦
不
離
五

陰
︒
如﹅

亦
非
£
︑
亦
不
離
£
︒
(卷
十
三
︒
大
正
八
・
八
九
下
)

③

ス
ブ
ー
テ
ィ
は
佛
に
申
し
上
げ
た
︑﹁
世
·
よ
︑
念
じ
ず
念
じ
な
い
の
で
も
な
け
れ
ば
一
切
智
を
得
る
で
し
ょ
う
か
﹂︒
佛
は
言
っ
た
︑

﹁
そ
う
で
は
な
い
﹂︒
ス
ブ
ー
テ
ィ
は
言
っ
た
︑﹁
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
一
切
智
を
得
る
で
し
ょ
う
か
﹂
︒
佛
は
言
っ
た
︑
﹁
如﹅

如﹅

(眞
實
の
ま
ま
)

で
あ
る
﹂︒︹
ス
ブ
ー
テ
ィ
は
問
う
た
︺︑﹁
如﹅

如﹅

と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
﹂︒
佛
は
言
っ
た
︑﹁︹
事
物
の
︺
究

極
の
ま
ま
で
あ
る
﹂︒︹
ス
ブ
ー
テ
ィ
は
問
う
た
︺︑﹁︹
事
物
の
︺
究
極
の
ま
ま
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
﹂︒
佛
は
言
っ
た
︑

﹁
存
在
物
の
本
性
の
ま
ま
︑
衆
生
の
本
性
の
ま
ま
︑
壽
命
の
本
性
の
ま
ま
︑
生
命
の
本
性
の
ま
ま
で
あ
る
﹂
︒

須
菩
提
白
佛
言
︑
世
·
︑
亦
不
念
亦
不
不
念
︑
得
�
云
然
耶
︒
佛
言
︑
不
也
︒
須
菩
提
言
︑
當
以
云
何
得
�
云
然
︒
佛
言
︑
﹁
如﹅

如﹅

﹂
︒

﹁
云
何
如﹅

如﹅

﹂︒
佛
言
︑﹁
如
眞
際
﹂
︒
﹁
云
何
如
眞
際
﹂︒
佛
言
︑﹁
如
法
性
︑
如
衆
生
性
︑
如
壽
性
︑
如
命
性
﹂︒
(卷
十
六
︒
大
正
八
・
一
一
二

中
)

④

菩
�
は
般
若
波
羅
蜜

(智
o
の
完
成
)

を
實
踐
す
る
と
き
︑
物
質
の
^
を
知
り
︑
物
質
が
生
じ
滅
す
る
こ
と
を
知
り
︑
物
質
の
あ
る

が
ま
ま
を
知
る
︒
ど
の
よ
う
に
し
て
物
質
の
^
を
知
る
の
か
︒
物
質
は
堅
固
で
な
い
︒
ち
ょ
う
ど
水
泡
の
集
ま
り
の
よ
う
に
︒
ど
の
よ
う

に
し
て
物
質
の
生
滅
を
知
る
の
か
︒
物
質
は
來
る
こ
と
も
去
る
こ
と
も
な
く
︑
戾
っ
て
く
る
こ
と
も
な
い
︒
ス
ブ
ー
テ
ィ
よ
︑
そ
れ
が
物
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質
の
生
滅
を
知
る
こ
と
で
あ
る
︒
ど
の
よ
う
に
し
て
物
質
の
そ
の
ま
ま
を
知
る
の
か
︒
そ
の
ま
ま
は
︑
生
じ
る
こ
と
も
滅
す
る
こ
と
も
な

く
︑
來
る
こ
と
も
去
る
こ
と
も
な
く
︑
離
れ
る
こ
と
も
付
着
す
る
こ
と
も
な
く
︑
增
え
る
こ
と
も
減
る
こ
と
も
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
知
る

こ
と
︑
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
を
知
る
こ
と
で
あ
る
︒
何
も
變
�
し
な
い
︑
そ
れ
故
に
そ
の
ま
ま
と
名
づ
け
︑
そ
れ
故
に
物
質
の
そ
の
ま
ま
を

知
る
と
名
づ
け
る
︒

菩
�
行
般
若
波
羅
蜜
︑
知
色
相
︑
知
色
�
滅
︑
知
色
如
︒
云
何
知
色
相
︒
色
無
堅
固
︑
譬
如
聚
沫
︒
云
何
知
色
本
末
︒
色
亦
不
來
︑
亦
不

去
︑
亦
無
Í
反
︒
須
菩
提
︑
是
爲
知
色
本
末
︒
云
何
知
色
如
︒
如
亦
不
生
︑
亦
不
滅
︑
亦
不
來
︑
亦
不
去
︑
亦
不
斷
︑
亦
不
著
︑
亦
不
增
︑

亦
不
減
︒
作
如
是
知
︑
是
爲
知
如
︒
亦
不
變
衣
︑
是
故
名
爲
如
︒
是
故
名
爲
知
色
如
︒
(卷
十
八
︒
大
正
八
・
一
二
九
中
～
下
)

譯
語
﹁
如
﹂
は
漢
字
の
5
語
と
し
て
極
め
て
Ï
和
感
が
あ
る
︒﹁
如
﹂
は
A
常
︑﹁
如
～
﹂
の
形
で
﹁
～
の
如
し

(ゴ
ト
シ
)
﹂
と
解
す
る
か
︑

﹁
～
如
﹂
の
形
で
形
容
詞
を
作
る
助
字

(﹁
一
如
﹂﹁
晏
如
﹂﹁
缺
如
﹂﹁
突
如
﹂﹁
Ñ
如
﹂
等
)

と
な
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
︑﹁
如
﹂
一
字
を
名
詞
と

し
て
用
い
る
こ
と
は
傳
瓜
漢
語
で
は
あ
り
得
な
い
︒
し
か
し
佛
典
の
漢
譯
に
お
い
て
は

ta
th
ā
(そ
の
よ
う
に

“
th
u
s”
)

の
直
譯
と
し
て
﹁
如
﹂

を
用
い
る
時
代
が
暫
く
續
い
た
︒
抑
も
︑
﹁
如
﹂
と
い
う
不
自
然
な
譯
を
用
い
た
理
由
は

ta
th
ā
の
譯
と
し
て
�
も
¢
い
漢
語
が
﹁
如
﹂
で
あ

り
︑
原
語
の
一
語
を
譯
す
に
は
漢
語
で
も
一
字
が
Ò
ま
し
い
と
い
う
Ó
斷
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
こ
の
場
合
︑
ta
th
ā
を
譯
し
た
に
す
ぎ
ず
︑

抽
象
名
詞
を
作
る
接
尾
辭
-
tā
を
譯
さ
ず
無
視
す
る
結
果
と
な
っ
た
︒

玄
奘
以
�
の
佛
典
漢
譯
を
代
表
す
る
後
秦
の
鳩
�
羅
什

(
�
三
五
〇
～
四
〇
九
頃
)

も
例
外
で
な
か
っ
た
︒
羅
什
の
譯
は
﹃
般
若
經
﹄
お
よ
び

空
の
思
想
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
た
た
め
︑
ta
th
a
tā
を
頻
繁
に
漢
譯
し
た
︒
彼
の
場
合
︑
荏
婁
â
讖
譯
﹃
£
行
般
若
經
﹄
本
無
品
に
相

當
す
る
も
の
を
﹃
小
品
般
若
經
﹄
に
お
い
て
大
如
品
と
名
づ
け
て
い
る

(﹃
�
訶
般
若
波
羅
蜜
經
﹄
卷
六
大
如
品
第
十
五
)
︒
し
か
し
な
が
ら
羅
什
譯

を
A
じ
て
用
い
た
譯
語
は
﹁
大
如
﹂
で
な
く
︑﹁
如
﹂
一
字
が
�
も
多
く
︑﹁
如
如
﹂
の
二
字
を
も
っ
て

ta
th
a
tā
の
譯
と
す
る
場
合
が
こ
れ
に
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續
い
た
︒
い
く
つ
か
例
を
擧
げ
て
示
せ
ば
︑
直
�
に
紹
介
し
た
無
羅
叉
譯
﹃
放
光
般
若
經
﹄
に
見
ら
れ
る
﹁
色
如

(物
質
の
そ
の
ま
ま
)
﹂
に
對

應
す
る
語
を
︑
鳩
�
羅
什
も
﹃
大
品
般
若
經

(
�
訶
般
若
波
羅
蜜
經
)
﹄
佛
母
品
に
お
い
て
﹁
色
如
﹂
と
譯
す

(大
正
八
・
三
二
五
上
)
︒
﹁
色
如
﹂
の

ほ
か
︑
五
蘊
の
他
の
四
�
素
に
つ
い
て
﹁
]
如
﹂﹁
想
如
﹂﹁
行
如
﹂﹁
識
如
﹂
を
用
い
︑
さ
ら
に
﹁
五
蘊
之
如
﹂﹁
六
波
羅
蜜
如
﹂﹁
十
八
空
如
﹂

﹁
三
十
七
品
如
﹂﹁
無
爲
法
如
﹂﹁
/
爲
法
如
﹂﹁
羅
漢
如
﹂﹁
如
來
如
﹂
等
の
譯
語
も
用
い
た

(﹃
大
品
般
若
經
﹄
大
正
八
・
七
七
上
)
︒
し
か
の
み
な

ら
ず
鳩
�
羅
什
譯
に
は
﹁
世
諦
如
﹂
(
*lo
k
a
sa
ṁ
v
ṙtes
ta
th
a
tā
)

や
﹁
第
一
義
諦
如
﹂
(
*p
a
ra
m
ā
rth
a
sy
a
ta
th
a
tā
)

と
い
う
譯
語
も
あ
る

(﹃
大
品
般

若
經
﹄
卷
二
二
︑
£
樹
品
︒
大
正
八
・
三
七
八
下

(7
)

)
︒

鳩
�
羅
什
譯
に
は
さ
ら
に
も
う
一
つ
特
色
が
あ
る
︒
羅
什
譯
は
B
譯
業
を
A
じ
て
一
貫
し
て
い
た
の
で
は
な
く
搖
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒
ta
-

th
a
tā
も
例
外
で
な
か
っ
た
︒
右
に
紹
介
し
た
無
羅
叉
﹃
放
光
般
若
經
﹄
卷
十
八

(大
正
八
・
一
二
九
中
～
下
)

に
對
應
す
る
內
容
を
︑
鳩
�
羅
什

は
﹃
小
品
般
若
經
﹄
卷
五
の
小
如
品
に
お
い
て
7
の
よ
う
に
﹁
如
如
﹂
を
用
い
て
譯
す
︒

さ
ら
に
ス
ブ
ー
テ
ィ
よ
︑
如
來
は
般
若
波
羅
蜜

(智
o
の
完
成
)

に
基
づ
い
て
物
質
の
^
を
知
る
︒
ど
の
よ
う
に
し
て
物
質
の
^
を
知
る

の
か
︒
如﹅

如﹅

(そ﹅

の﹅

ま﹅

ま﹅

あ﹅

る﹅

が﹅

ま﹅

ま﹅

)

を
知
る
の
で
あ
る
︒
ス
ブ
ー
テ
ィ
よ
︑
如
來
は
感
覺
・
想
念
・
表
象
・
辨
別
m
識
の
^
も
知
る
︒

ど
の
よ
う
に
し
て
辨
別
m
識
︹
に
至
る
ま
で
の
四
の
︺
^
を
知
る
の
か
︒
如﹅

如﹅

(そ﹅

の﹅

ま﹅

ま﹅

あ﹅

る﹅

が﹅

ま﹅

ま﹅

)

を
知
る
の
で
あ
る
︒

復
7
︑
須
菩
提
︑
如
來
因
般
若
波
羅
蜜
︑
知
色
相
︒
云
何
知
色
相
︒
知
如﹅

如﹅

︒
須
菩
提
︑
如
來
知
]
︑
想
︑
行
︑
識
相
︒
云
何
知
識
相
︒

知
如﹅

如﹅

︒
(大
正
八
・
五
五
八
中
)
︒

こ
こ
に
殘
る
大
き
な
問
題
は
﹁
如
如
﹂
の
�
味
で
あ
る
︒
暫
定
>
に
﹁
そ
の
ま
ま
あ
る
が
ま
ま
﹂
と
敢
え
て
不
*
瞭
な
譯
を
あ
て
た
︒

六
?
隋
@
佛
敎
6
に
お
い
て
﹁
如
如
﹂
と
い
う
當
時
旣
存
の
譯
語
を
ど
う
說
*
す
る
か
は
自
*
で
は
な
か
っ
た
︒﹁
如
如
﹂
と
繰
り
×
し
た
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と
こ
ろ
で
5
語
と
し
て
漢
語
に
な
じ
ま
な
い
こ
と
は
﹁
如
﹂
一
字
の
場
合
と
何
ら
變
わ
ら
な
い
︒
そ
れ
に
加
え
て
﹁
如
如
﹂
と
二
字
の
語
と
す

る
時
︑
上
の
﹁
如
﹂
と
下
の
﹁
如
﹂
の
關
係
や
分
析
法
︑
な
ぜ
同
じ
字
を
繰
り
×
す
の
か
︑
正
直
な
と
こ
ろ
現
狀
で
は
皆
目
不
*
で
あ
る
︒

﹁
如
如
﹂
と
は
﹁
如
ノ
如
シ
﹂
な
の
か
﹁
如
ニ
シ
テ
如
ナ
リ
﹂
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
Ø
に
別
の
�
味
な
の
か
︒
こ
れ
は
素
朴
な
問
い
だ
が
︑

我
々
は
答
え
る
に
足
る
基
盤
を
も
た
な
い
︒
こ
の
問
い
に
ど
う
答
え
る
べ
き
か
は
︑﹁
眞
如
﹂
の
同
義
語
﹁
如
如
﹂
の
解
釋
6
と
し
て
︑
相
當

に
重
み
あ
る
視
點
と
考
え
る
の
で
︑
7
項
に
お
い
て
諸
}
釋
の
見
解
を
示
し
︑﹁
如
如
﹂
の
語
義
解
釋
を
示
し
︑
そ
の
�
義
付
け
を
試
み
る
︒

c

｢
如
如
﹂
の
語
義
解
釋

｢如
如
﹂
と
い
う
語
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
︒﹁
如
如
は
如
如
で
あ
り
︑
ほ
か
に
言
い
よ
う
が
な
い
﹂
と
し
ら
を
切
る
の
も
�
法
で
あ
ろ
う
が
︑

說
*
す
る
・
し
な
い
よ
り
以
�
に
自
ら
の
理
解
が
あ
や
ふ
や
な
ら
ば
Ù
げ
口
上
の
謗
り
を
免
れ
な
い
︒
私
が
試
み
る
の
は
自
說
の
押
し
つ
け
で

は
な
い
︒
稚
拙
な
理
解
を
露
Ú
し
た
い
の
で
も
な
い
︒
中
國
佛
敎
徒
た
ち
が
自
國
語
の
﹁
如
如
﹂
を
ど
う
理
解
し
た
か
の
紹
介
で
あ
る
︒

｢如
如
﹂
を
譯
語
と
し
て
\
用
し
始
め
る
の
は
鳩
�
羅
什
の
頃
だ
が
︑
で
は
そ
の
譯
語
を
ど
の
よ
う
に
說
*
し
た
か
は
︑
鳩
�
羅
什
の
直
弟

子
や
直
後
の
世
代
の
�
獻
か
ら
知
ら
れ
な
い
︒
少
な
く
と
も
管
見
の
限
り
で
は
�
初
[
の
語
義
解
釋
を
見
出
せ
な
か
っ
た
︒

早
[
に
屬
す
る
}
目
す
べ
き
見
解
が
陳
の
眞
諦
譯
﹃
佛
性
論
﹄
に
あ
る
︒
眞
諦
が
イ
ン
ド
語
原
典
か
ら
®
語
>
に
漢
譯
し
た
も
の
と
し
て
大

藏
經
に
收
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
¢
年
の
硏
究
に
よ
れ
ば
︑﹃
佛
性
論
﹄
に
は
︑
鯵
單
に
®
語
>
譯
と
は
言
え
な
い
よ
う
な
�
素
も
含
む
と
考
え

る
方
が
眞
相
に
¢
い
と
の
見
解
も
あ
る

(高
崎
二
〇
〇
五
・
二
八
～
三
〇
)
︒
さ
て
﹃
佛
性
論
﹄
は
﹁
眞
如
﹂
の
み
な
ら
ず
︑﹁
眞
如
﹂
と
對
に
な

る
語
と
し
て
﹁
俗
如
﹂
な
る
も
の
に
觸
れ
た
上
で
︑
こ
の
二
つ
の
如
を
﹁
二
如
﹂
と
し
て
說
き
示
す
箇
¦
が
あ
る
︒

｢そ
の
ま
ま
﹂
と
は
︑
俗
如
そ
の
も
の
が
眞
如
で
あ
り
︑
眞
如
そ
の
も
の
が
俗
如
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
眞
如
と
俗
如
の
二
種
の
如
は
別
で

眞如の諸解釋
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な
い
か
ら
だ
︒﹁
淸
ら
か
で
あ
る
﹂
は
二
つ
の
�
味
で
あ
る
︒
第
一
は
︑
原
因
中
の
あ
る
が
ま
ま
は
汚
れ
な
き
狀
態
を
ま
だ
獲
得
し
て
お

ら
ず
︑
結
果
の
狀
態
に
あ
る
あ
る
が
ま
ま
も
汚
穢
が
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
第
二
は
︑
原
因
も
結
果
も
共
に
淸
ら
か
︹
の
�
味
︺
で
あ
り
︑

原
因
に
は
汚
れ
な
き
淸
ら
か
さ
が
あ
り
︑
究
極
の
果
報
は
汚
穢
な
く
淸
ら
か
で
あ
る
か
ら
︒
こ
れ
ら
︹
二
つ
の
︺
�
味
が
佛
性
B
體
の
一

般
>
特
;
で
あ
る
︒
以
上
の
�
味
を
*
示
す
る
た
め
に
佛
は
﹃
般
若
波
羅
蜜
經
﹄
等
の
諸
經
を
說
い
た
の
で
あ
る
︒

如
如
者
︑
俗﹅

如﹅

卽﹅

眞﹅

如﹅

︑
眞﹅

如﹅

卽﹅

俗﹅

如﹅

︒
眞﹅

︑
俗﹅

二﹅

如﹅

無
別
衣
故
︒
淸
淨
者
︑
/
二
種
︒
一
者
︑
因
中
如
如
︑
未
得
無
垢
︑
果
地
如
如
︑

無
復
垢
穢
故
︒
二
者
︑
因
果
俱
淨
︑
因
中
是
無
染
淸
淨
︑
至
果
無
垢
淸
淨
故
︒
如
此
等
義
是
佛
性
A
相
︒
爲
顯
此
義
故
︑
佛
說
﹃
般
若
波

羅
蜜
﹄
等
諸
經
︒
(﹃
佛
性
論
﹄
卷
三
︑
分
別
品
︒
大
正
三
一
・
八
〇
五
下
)

｢眞
如
﹂
の
對
槪
念
は
﹁
俗
如
﹂
と
說
か
れ
る
︒
他
�
獻
に
B
く
見
ら
れ
ぬ
本
論
特
/
の
譯
語
で
あ
る
︒﹁
俗
如
﹂
と
は
一
體
何
か
驚
い
て
し
ま

う
︒
こ
れ
に
つ
い
て
佛
性
論
硏
究
の
第
一
人
者
︑
高
崎
直
£
は
自
ら
の
訓
讀
に
}
を
付
し
︑﹁
如
如
を
俗
如
と
眞
如
に
分
け
る
說
は
他
に
見
ら

れ
な
い
︒
漢
譯
語
の
眞
俗
二
諦
な
ど
に
影
¨
を
]
け
て
作
ら
れ
た
語
の
よ
う
に
見
え
る
﹂
と
印
象
に
基
づ
く
私
見
を
吐
露
す
る

(高
崎
二
〇
〇

五
・
二
一
六
}
五
)
︒
だ
が
恐
ら
く
他
の
解
釋
も
あ
り
得
よ
う(8

)

︒
と
も
か
く
�
�
か
ら
推
し
量
ろ
う
と
す
る
限
り
︑
眞
如
と
は
眞
實
性
そ
の
ま
ま

の
^
で
あ
り
︑
俗
如
と
は
世
俗
性

(非
眞
實
性
)

そ
の
ま
ま
の
^
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
を
二
如
と
呼
び
︑
說
*
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
﹁
如
如
﹂

と
稱
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
︑
�
�
か
ら
可
能
か
と
筆
者
は
思
う
︒
も
し
そ
う
理
解
し
て
よ
い
な
ら
︑
こ
こ
に
言
わ
れ
る
﹁
如
如
﹂
と
は

﹁
如
ノ
如
シ
﹂
で
な
く
︑﹁
如
ト
如
ナ
リ
﹂
で
あ
ろ
う
︒
�
す
る
に
︑﹃
佛
性
論
﹄
の
﹁
如
如
﹂
は
﹁
眞
如
と
俗
如
﹂
の
�
味
に
Ï
い
な
い
︒

眞
諦
の
7
世
代
の
}
目
す
べ
き
}
解
者
と
し
て
隋
の
淨
影
寺
o
Ü

(五
二
三
～
九
二
)

と
吉
藏

(五
四
九
～
六
二
三
)

が
い
る
︒

ま
ず
o
Ü
說
を
﹃
大
乘
義
違
﹄
卷
三
に
基
づ
い
て
檢
討
す
る
︒
o
Ü
は
﹁
如
﹂﹁
如
如
﹂﹁
眞
如
﹂
の
語
を
用
い
て
こ
う
說
*
す
る
︒

東 方 學 報
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｢如﹅

如﹅

﹂
と
い
う
の
は
︑
先
︹
に
說
い
た
︺
正
智
に
Ý
う
理
法
で
あ
る
︒
諸
存
在
の
本
體
は
同
一
だ
か
ら
︑
﹁
如﹅

﹂
と
名
づ
け
る
︒︹
こ
の

諸
存
在
を
貫
く
︺﹁
單﹅

一﹅

の﹅

如﹅

﹂
の
う
ち
に
︹
諸
存
在
の
︺
本
體
が
法
界
の
中
の
ガ
ン
ジ
ス
河
Þ
の
砂
粒
の
數
ほ
ど
夥
し
い
數
の
諸
存
在

物
に
備
わ
る
か
ら
︑︹
個
々
の
︺
存
在
物
ご
と
に
如
を
區
別
す
る
︒﹁
如﹅

﹂
を﹅

も﹅

つ﹅

事﹅

物﹅

は﹅

た﹅

だ﹅

一﹅

つ﹅

で﹅

な﹅

く﹅

︑
あ﹅

れ﹅

も﹅

こ﹅

れ﹅

も﹅

皆﹅

な﹅

B﹅

て﹅

﹁
如﹅

﹂
だ﹅

か﹅

ら﹅

︑
だ﹅

か﹅

ら﹅

﹁
如﹅

如﹅

﹂
と﹅

稱﹅

す﹅

る﹅

︒﹁
如﹅

﹂
と
は﹅

虛﹅

妄﹅

で﹅

な﹅

く﹅

︑︹
そ
し
て
虛
妄
で
な
い
と
は
眞
で
あ
る
︺︒
だ
か
ら
諸
經
で
は

そ
れ
を
﹁
眞﹅

如﹅

(眞
で
あ
る
如
︑
眞
の
如
)
﹂
と
も
呼
ぶ
︒

言
如﹅

如﹅

者
︑
是
�
正
智
¦
契
之
理
︒
諸
法
體
同
︑
故
名
爲
如
︒
就
一﹅

如﹅

中
︑
體
備
法
界
恒
沙
佛
法
︑
隨
法
辨
如
︒
如﹅

義﹅

非﹅

一﹅

︑
彼﹅

此﹅

皆﹅

如﹅

︑

故﹅

曰﹅

如﹅

如﹅

︒
如﹅

非
虛
妄
︑
故
復
經
中
亦
名
眞﹅

如﹅

︒
(大
正
四
四
・
五
二
三
上
)

o
Ü
に
よ
れ
ば
︑﹁
如
﹂
は
諸
存
在
を
貫
く
あ
る
が
ま
ま
の
^
で
あ
り
︑
諸
存
在
は
そ
れ
ぞ
れ
の
如
を
/
す
る
か
ら
︑
そ
れ
ら
の
如
は
個
々

別
々
の
如

︱
︱
す
な
わ
ち
﹁
如
如
｣
︱
︱

で
あ
り
な
が
ら
︑
同
時
に
︑
皆
な
B
て
同
じ
如

︱
︱
｢一
如
｣
︱
︱

で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
說

*
に
お
い
て
o
Ü
は
﹁
如
如
﹂
を
﹁
如
ノ
如
シ
﹂
と
は
解
釋
し
な
い
︒
如
如
を
﹁
個
々
そ
れ
ぞ
れ
の
如
﹂
(
諸
存
在
物
の
如
は
そ
れ
ぞ
れ
別
で
あ

る
)
﹂
と
い
う
�
味
に
解
し
て
い
る
︒
そ
し
て
末
尾
に
﹁
如
ハ
虛
妄
ニ
非
ズ
﹂
以
下
に
﹁
如
﹂
は
﹁
眞
如
﹂
と
同
義
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
示

す
︒
こ
の
說
*
の
�
は
﹁
非
虛
妄
﹂
の
�
味
で
あ
る
︒
た
だ
︑
こ
こ
に
說
*
の
*
か
な
飛
Ñ
な
い
し
補
う
べ
き
點
が
あ
る
︒﹁
如
な
る
も
の
は

非
虛
妄
な
る
も
の
で
あ
り
︑
非
虛
妄
な
る
も
の
は
眞
で
あ
る
︒
故
に
如
は
眞
如
で
あ
る
﹂
と
い
う
の
が
o
Ü
の
言
わ
ん
と
す
る
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ

ろ
う
︒

7
に
}
目
す
べ
き
は
隋
の
吉
藏
﹃
金
剛
般
若
駅
﹄
卷
四
の
一
�
で
あ
る
︒

如﹅

如﹅

に﹅

し﹅

て﹅

說﹅

く﹅

べ
し
︹
と
い
う
場
合
︺︑
下
の
﹁
如﹅

﹂
字
は
法﹅

性﹅

(存
在
の
本
性
)

と﹅

同﹅

じ﹅

如﹅

で﹅

あ﹅

る﹅

︒
修
行
を
勸
獎
す
る
者
は
法﹅

性﹅

の﹅

眞如の諸解釋
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ま﹅

ま﹅

︑
そ﹅

の﹅

ま﹅

ま﹅

に﹅

說﹅

く﹅

べ
き
で
あ
り
︑
作
�
を
�
こ
し
た
り
á
念
を
働
か
せ
た
り
し
て
は
な
ら
ぬ
︒

當
如﹅

如﹅

而﹅

說﹅

︑
下
如
字
︑
則
是
如﹅

法﹅

性﹅

之﹅

如
︒
勸
行
者
︑
當
如﹅

法﹅

性﹅

如﹅

而﹅

說﹅

︑
勿
生
心
動
念
也
︒
(大
正
三
三
・
一
二
三
下
)

さ
ら
に
}
目
す
べ
き
は
窺
基

(大
乘
基
︑
六
三
二
～
八
二
)
﹃
金
剛
般
若
經
贊
営
﹄
で
あ
る
︒
鳩
�
羅
什
譯
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
末
尾
の
﹁
不
取
於

相
︑
如
如
不
動
﹂
(大
正
八
・
七
五
二
中
)

と
い
う
經
�
を
7
の
よ
う
に
解
說
す
る
︒

｢如﹅

如﹅

不
動
﹂
と
は
︑
下﹅

の﹅

﹁
如﹅

﹂
字﹅

は﹅

眞﹅

如﹅

で﹅

あ﹅

り﹅

︑
上﹅

の﹅

﹁
如﹅

﹂
字﹅

は﹅

︹﹁
～
の
よ
う
に
﹂﹁
～
と
同
じ
﹂
と
い
う
︺
例﹅

示﹅

で﹅

あ﹅

る﹅

︒

�
身
佛
が
說
法
す
る
時
︑
/
爲
の
^
を
取
ら
な
い
樣
は
︑
眞﹅

如﹅

が﹅

た﹅

っ﹅

ぷ﹅

り﹅

と﹅

靜﹅

ま﹅

り﹅

か﹅

え﹅

っ﹅

て﹅

B﹅

く﹅

動﹅

か﹅

な﹅

い﹅

の﹅

と﹅

同﹅

じ﹅

で﹅

あ﹅

る﹅

︒

｢如﹅

如﹅

不
動
﹂
者
︑
謂
下﹅

一﹅

如﹅

字﹅

是﹅

眞﹅

如﹅

︒
上﹅

一﹅

如﹅

字﹅

是﹅

比﹅

喩﹅

︑
謂
�
身
說
法
之
時
︑
不
取
/
爲
相
︑
â﹅

如﹅

眞﹅

如﹅

湛﹅

寂﹅

不﹅

動﹅

也
︒
(大
正
三

三
・
一
五
四
中
)

こ
の
說
*
は
︑﹁
如
如
﹂
を
﹁
如
ノ
如
シ
﹂
す
な
わ
ち
﹁
眞
如
ノ
如
シ
﹂
と
解
す
べ
き
こ
と
を
示
す
︒
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
︑
眞
諦
﹃
佛
性

論
﹄
の
ã
置
>
解
釋
と
衣
な
る
解
釋
を
示
す
︒
窺
基
と
同
じ
解
釋
法
は
︑
北
宋
の
子
璿

(九
六
八
～
一
〇
三
八
)
﹃
金
剛
經
纂
�
刊
定
記
﹄
卷
七

﹁
上
如
ハ
卽
チ
似
ノ
義
ナ
リ
︒
下
如
ハ
卽
チ
眞
如
ナ
リ
︒
眞
如
ニ
似
タ
レ
バ
︑
故
ニ
如
如
ト
曰
ウ
﹂
に
あ
る

(大
正
三
三
・
二
二
五
中
)
︒

華
嚴
の
法
藏
を
繼
い
だ
澄
觀

(七
三
八
～
八
三
九
)

も
獨
自
の
解
說
を
示
す
︒﹃
貞
元
怨
譯
華
嚴
經
駅
﹄
卷
八
は
﹁
如
如
﹂
を
二
重
に
解
す
︒

第
一
に
﹁
如
如
﹂
は
法
身
の
本
體
を
示
す
︒
と
こ
ろ
で
そ
れ
に
は
二
つ
の
�
圖
が
あ
る
︒

第
一
は
︑
眞
如
が
そ
の
ま
ま
で
法
身
の
本
體
で
あ
る
︒︹﹁
如
如
﹂
と
︺﹁
如
﹂
を
二
度
繰
り
×
す
の
に
は
︹
ど
ん
な
�
圖
が
あ
る
か
と
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言
え
ば
︺︑
一
つ
に
は
理﹅

法﹅

の﹅

ま﹅

ま﹅

と﹅

し﹅

て﹅

の﹅

﹁
如﹅

﹂︑
一
つ
に
は
事﹅

象﹅

の﹅

ま﹅

ま﹅

と﹅

し﹅

て﹅

の﹅

﹁
如﹅

﹂
と
い
う
︹
二
種
の
如
が
あ
る
か
ら
だ
︺
︒

事﹅

と﹅

し﹅

て﹅

も﹅

﹁
如﹅

﹂
で﹅

あ﹅

り﹅

理﹅

と﹅

し﹅

て﹅

も﹅

﹁
如﹅

﹂
で﹅

あ﹅

る﹅

か﹅

ら﹅

︑﹁
如﹅

如﹅

﹂
と﹅

名﹅

づ﹅

け﹅

る﹅

︒

第
二
は
︑
理
と
智
と
が
契
合
し
て
法
身
の
本
體
と
な
る
︒
か
く
し
て
﹃
金
光
*
經
﹄
に
﹁
た
だ
如
如
と
如
如
智
の
み
が
あ
る
も
の
︑
そ

れ
を
法
身
と
名
づ
け
る
﹂
と
言
う
︒
︹
こ
の
第
二
の
�
圖
に
お
い
て
は
︑﹁
如
如
﹂
の
︺
上
の
﹁
如
﹂
字
は
智
如
で
あ
り
︑
下
の
﹁
如
﹂
字

は
理
如
で
あ
る
︒
智
が
理
そ
の
ま
ま
だ
か
ら
︑﹁
如
如
﹂
と
言
う
︒

一
︑
如
如
者
︑
示
法
身
體
︒
然
/
二
�
︒
一
︑
卽
眞
如
爲
法
身
體
︒
重﹅

言﹅

如﹅

者﹅

︑
一
如﹅

是﹅

理﹅

如﹅

︑
一
如﹅

是﹅

事﹅

如﹅

︒
事﹅

理﹅

同﹅

如﹅

︑
故﹅

名﹅

如﹅

如﹅

︒

二
者
︑
理
︑
智
契
合
爲
法
身
體
︒
故
﹃
金
光
*
﹄
云
︑﹁
唯
如
如
 
如
如
智
獨
存
︑
名
爲
法
身
﹂︒
則
上
如
是
智
如
︑
下
如
是
理
如
︒
智
如

於
理
︑
故
曰
如
如
︒
(續
藏
一
︑
七
︑
四
︑
三
五
八
裏
上
)

澄
觀
は
﹁
如
如
﹂
の
二
解
釋
を
提
示
す
る
︒
第
一
は
﹁
如
如
﹂
を
﹁
如
ト
如
ナ
リ
﹂
と
ã
置
>
に
解
し
︑
理
如

(理
そ
の
ま
ま
)

と
智
如

(智
そ

の
ま
ま
)

の
二
つ
を
指
す
︒
第
二
は
︑
﹁
如
如
﹂
を
恐
ら
く
﹁
如
ハ
如
ナ
リ
﹂
と
訓
む
の
で
あ
ろ
う
︑﹁
智
如
ハ
理
如
ナ
リ
﹂
ま
た
は
﹁
智
如
ハ

理
如
ノ
如
シ
﹂
の
�
味
で
(
語
と
営
語
に
解
す
︒
第
一
說
は
旣
出
だ
が
︑
け
だ
し
第
二
說
は
澄
觀
の
怨
た
な
語
義
解
釋
で
あ
る
︒

宗
密

(七
八
〇
～
八
四
一
)

は
さ
ら
に
別
の
解
釋
を
し
た
︒﹃
金
剛
般
若
經
駅
論
纂
�
﹄
卷
下
は
﹁
如
如
不
動
﹂
を
窺
基
と
別
樣
に
解
す
︒

『大
雲

(經
？
)
﹄
に
﹁
生
滅
す
る
心
の
働
き
に
よ
っ
て
眞
實
の
^
の
存
在
を
說
か
な
い
こ
と
が
で
き
れ
ば
＊

︑
そ﹅

の﹅

眞﹅

如﹅

の﹅

ま﹅

ま﹅

な﹅

の﹅

で﹅

あ﹅

る﹅

﹂︒
そ
れ
故
に
︹﹃
金
剛
般
若
經
﹄
に
︺﹁
如﹅

如﹅

﹂
と
言
う
︒

さ
ら
に
︹
第
二
解
釋
は
︺
心﹅

の﹅

如﹅

(心
の
そ
の
ま
ま
の
^
)

と
對﹅

象﹅

の﹅

如﹅

(對
象
の
そ
の
ま
ま
の
^
)

と
を
﹁
如﹅

如﹅

﹂
と
言
う
︒
︹
同
經
に
︺

﹁
動
か
な
い
﹂
と
あ
る
の
は
︑
煩
惱
に
汚
さ
れ
て
い
な
い
の
�
で
あ
る
︒

眞如の諸解釋

17



『大
雲
﹄
云
︑﹁
若
能
不
以
生
滅
心
行
說
實
相
法
＊

︑
則
如﹅

彼﹅

眞﹅

如﹅

﹂︑
故
曰
﹁
如﹅

如﹅

﹂︒
印
心﹅

如﹅

︑
境﹅

如﹅

︑
故
曰
﹁
如﹅

如﹅

﹂︒﹁
不
動
﹂
者
︑

則
無
染
義
︒
(大
正
三
三
・
一
六
九
上
)

＊

『大
雲
經
﹄
か
︒
*
�
な
し
︒
å
り
か
︒﹇
參
考
﹈
鳩
�
羅
什
譯
﹃
維
�
詰
¦
說
經
﹄
菩
�
品
﹁
時
維
�
詰
來
謂
我
言
︑﹃
唯
â
旃

�
︑
無﹅

以﹅

生﹅

滅﹅

心﹅

行﹅

說﹅

實﹅

相﹅

法﹅

︒
â
旃
�
︑
諸
法
畢
悦
不
生
不
滅
︑
是
無
常
義
︒
五
]
陰
洞
4
空
無
¦
�
︑
是
苦
義
︒
諸
法
究
悦
無

¦
/
︑
是
空
義
︒
於
我
無
我
而
不
二
︑
是
無
我
義
︒
法
本
不
然
︑
今
則
無
滅
︑
是
寂
滅
義
﹂
(大
正
一
四
・
五
四
一
上
)
︒

こ
こ
で
﹁
如
如
﹂
は
二
A
り
に
解
釋
さ
れ
て
い
る
︒
第
一
は
︑﹁
如
如
﹂
を
﹁
彼
ノ
眞
如
ノ
如
シ
﹂
と
解
說
す
る
こ
と
︒
こ
れ
は
窺
基
の
解
說

と
合
致
す
る
︒
第
二
は
﹁
如
如
﹂
を
﹁
如
ト
如
ナ
リ
﹂
と
解
說
し
︑
二
字
を
ã
置
の
�
味
に
解
す
る
こ
と
︑
こ
れ
は
﹃
佛
性
論
﹄
の
解
說
に
A

じ
る
が
︑
如
の
二
種
を
眞
如
と
俗
如
で
な
く
︑
心
の
如
と
對
象
の
如
の
二
種

︱
︱
つ
ま
り
m
識
(
體
側
の
如
と
m
識
對
象
側
の
如
︱
︱

に

�
分
す
る
點
で
獨
自
で
あ
り
︑﹃
佛
性
論
﹄
の
¦
說
と
區
別
さ
れ
る
︒
な
お
右
引
用
中
に
現
れ
る
第
二
解
釋
の
﹁
心
如
﹂﹁
境
如
﹂
に
つ
い
て
は

宗
密
に
先
行
す
る
澄
觀
に
用
例
が
あ
る
こ
と
を
後
営
す
る
︒

�
後
に
北
宋
の
子
璿

(九
六
八
～
一
〇
三
八
)

に
觸
れ
て
お
く
と
︑
子
璿
は
﹃
金
剛
經
纂
�
刊
定
記
﹄
卷
七
に
こ
う
記
す
︒

〔經
�
の
﹁
如
如
﹂
と
い
う
語
の
︺
上
の
﹁
如﹅

﹂
は
相﹅

似﹅

す﹅

る﹅

(～
の
よ
う
だ
︑
～
と
同
じ
だ
)

の
�
で
あ
り
︑
下
の
﹁
如﹅

﹂
は
眞
如
に
ほ
か

な
ら
な
い
︒
眞﹅

如﹅

と﹅

同﹅

じ﹅

(つ
ま
り
眞
如
の
ま
ま
)

だ
か
ら
︑﹁
如
如
﹂
と
言
う
︒

上
如﹅

卽
似﹅

義
︒
下
如﹅

卽
眞
如
︒
似﹅

於﹅

眞﹅

如﹅

︑
故
曰
如
如
︒
(大
正
三
三
・
二
二
五
中
)

こ
こ
に
格
別
の
怨
味
は
な
い
が
︑
﹁
如
ノ
如
シ
﹂
と
い
う
解
釋
を
子
璿
が
繼
承
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒
本
項
の
怨
知
見
を
纏
め
て
お
こ
う
︒

東 方 學 報
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｢如
﹂
と
﹁
如
如
﹂
は
と
も
に
ta
th
a
tā
の
漢
譯
で
あ
る
︒

｢如
如
﹂
の
語
義
解
釋
に
は
四
種
な
い
し
五
種
が
あ
っ
た
︒

第
一
は
︑﹁
如
如
﹂
を
樣
々
な
如
と
解
す
る
隋
の
淨
影
寺
o
Ü
に
よ
る
}
解
で
あ
る
︒
訓
讀
す
れ
ば
﹁
如
ニ
シ
テ
如
ナ
リ
﹂
と
な
ろ
う
か
︒

第
二
は
︑﹁
如

(=

眞
如=

法
性
)

ノ
如
シ
﹂
で
あ
り
︑
隋
の
吉
藏
と
@
の
窺
基
と
@
の
宗
密
の
第
一
解
釋
に
見
ら
れ
る
}
解
で
あ
る
︒

第
三
は
︑
理
如
と
智
如
の
二
如
と
解
す
る
方
法
と
智
如
は
理
如
と
契
合
す
る
�
と
解
す
る
二
重
解
釋
を
示
す
@
の
澄
觀
の
}
解
で
あ
る
︒

第
四
は
︑﹁
如
ト
如
ナ
リ
﹂
と
訓
み
︑
二
種
の
如
と
は
心
如
と
境
如
で
あ
る
と
す
る
宗
密
の
第
二
解
釋
に
見
ら
れ
る
}
解
で
あ
る
︒

第
五
に
︑﹁
如
﹂
に
は
眞
如
と
俗
如
の
二
種
が
あ
り
︑
二
つ
は
相
卽
す
る
と
說
く
眞
諦
譯
﹃
佛
性
論
﹄
の
解
說
で
あ
る
︒

｢如
如
﹂
の
語
義
解
釋
な
ど
馬
鹿
馬
鹿
し
す
ぎ
る
と
思
う
讀
者
も
多
か
っ
た
と
想
宴
す
る
が
︑
具
體
>
�
獻
ç
料
に
基
づ
い
て
諸
說
が
歷
6

に
存
在
し
た
こ
と
を
確
m
し
た
今
︑
稚
拙
な
解
釋
ど
こ
ろ
か
︑
各
}
釋
家
が
筋
の
A
る
理
解
を
示
そ
う
と
し
た
努
力
の
跡
が
窺
え
る
︒

d

譯
語
と
し
て
の
﹁
眞
如
﹂

泳
語

ta
th
a
tā
の
漢
譯
は
﹁
本
無
﹂
に
始
ま
り
︑﹁
如
﹂
と
﹁
如
如
﹂
が
生
ま
れ
︑
多
è
な
解
釋
を
生
ん
だ
︒
後
代
に
目
を
移
す
に
先
立
ち
︑

譯
語
の
Ø
な
る
變
�
を
営
べ
て
お
き
た
い
︒
す
な
わ
ち
鳩
�
羅
什
よ
り
以
�
に
︑﹁
本
無
﹂﹁
如
﹂﹁
如
如
﹂
い
ず
れ
で
も
な
い

ta
th
a
tā
の
譯

が
出
現
し
た
︒﹁
眞
如
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
語
は
佛
敎
以
外
の
中
國
傳
瓜
古
典
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
純
然
た
る
佛
敎
語
︑
é
に
奇
っ
怪
な
佛
敎

語
で
あ
る
︒
し
か
し
﹁
眞
如
﹂
は
神
祕
に
¼
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
內
容
不
*
で
あ
る
︒﹁
眞
如
﹂
を
�
初
に
用
い
た
人
物
が
誰
か
︑
何
故

に
怨
た
な
譯
語
が
必
�
だ
っ
た
か
︑
舊
譯
の
い
か
な
る
點
に
不
足
を
感
じ
た
か
等
の
問
い
に
對
し
て
我
々
は
現
時
點
で
*
確
に
答
え
ら
れ
な
い
︒

a
項
に
と
り
あ
げ
た

ta
th
a
tā
の
�
初
の
譯
語
﹁
本
無
﹂
は
£
家
思
想
な
い
し
玄
學
を
背
景
と
し
た
︒﹁
如
﹂
や
﹁
如
如
﹂
は
£
家
思
想
を

離
れ
た
純
然
た
る
譯
語
と
し
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
�
味
を
直
譯
す
る
こ
と
か
ら
發
生
し
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
本
項
に
取
り
擧
げ
る
﹁
眞

眞如の諸解釋
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如
﹂
は
︑
一
見
極
め
て
佛
敎
色
の
濃
い
譯
語
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
︑
實
の
と
こ
ろ
は
そ
う
で
は
な
い
︒
こ
れ
ま
た
£
家
思
想
と
密
接
な
關
係
に

あ
る
語
彙
な
の
で
あ
る
︒
}
目
す
べ
き
は
﹁
眞
﹂
と
い
う
漢
字
で
あ
る
︒
淸
の
ë
炎
武

(一
六
一
三
～
八
二
)
﹃
日
知
錄
﹄
卷
十
八
﹁
破
題
用
莊

子
﹂
に
指
摘
さ
れ
た
A
り
︑﹁
眞
﹂
と
い
う
漢
字
は
そ
も
そ
も
儒
敎
經
典
で
は
B
く
用
い
ず
︑﹃
莊
子
﹄
に
頻
出
す
る
�
語
で
あ
っ
た(9

)

︒

ま
ず
語
の
用
例
か
ら
事
實
關
係
を
営
べ
て
お
こ
う
︒
上
営
の
A
り
︑﹁
眞
如
﹂
と
い
う
語
を
鳩
�
羅
什
は
B
く
用
い
な
か
っ
た
が
︑
あ
る
ì

度
年
代
が
下
る
と
︑
た
と
え
ば
@
の
玄
奘

(六
六
四
年
卒
)

の
頃
に
は
﹁
眞
如
﹂
は
旣
に
確
立
し
た
譯
語
で
あ
っ
た
︒
�
初
[
の
用
例
は
ど
こ

に
求
め
ら
れ
る
か
と
言
え
ば
︑
�
初
の
一
人
は
︑
東
晉
と
�
秦
で
指
í
>
役
割
を
果
た
し
た
釋
£
安

(
三
一
二
～
八
五
)

だ
っ
た
︒
£
安
は

﹁
如
﹂
も
用
い
る
が(

10
)

︑
彼
の
用
い
る
﹁
眞
如
﹂
は
三
箇
¦
あ
る
︒
一
つ
は
︑
荏
婁
â
讖
譯
﹃
£
行
般
若
經
﹄
に
對
す
る
£
安
の
序
の
一
�
で
あ

る(
11
)

︒
£
を
把
握
し
て
現
�
の
あ
り
樣
を
瓜
一
>
に
営
べ
る
こ
と
＊

に
は
ì
度
の
差
が
あ
る
︒
こ
れ
は
作
ら
れ
た
事
象

(
/
爲
)

の
域
內
の
こ
と

に
す
ぎ
ず
︑
眞﹅

如﹅

に
基
づ
い
て
存
在
の
本
性

(法
性
)

と
い
う
︑
茫
漠
と
し
て
名
無
き
と
こ
ろ
に
心
を
î
ば
せ
る
こ
と
で
は
な
い
︒
眞﹅

如﹅

に
基
づ
い
て
存
在
の
本
性
と
い
う
茫
漠
と
し
て
名
無
き
と
こ
ろ
に
心
を
î
ば
せ
る
こ
と
は
︑
智
o
の
完
成
の
ま
こ
と
に
奧
深
き
境
地
で
あ

る
︒
名
聲
と
敎
�
に
よ
っ
て
Ü
く
夢
想
す
る
こ
と
は
︑
智
o
の
完
成
︹
と
い
う
長
い
ï
ì
の
中
の
︺
暫
し
の
假
の
旅
宿
＊
＊

に
す
ぎ
な
い
︒

執
£
御
/
＊

卑
高
/
差
︑
此
/
爲
之
域
耳
︑
非
據
眞﹅

如﹅

î
法
性
冥
然
無
名
也
︒
據
眞﹅

如﹅

î
法
性
冥
然
無
名
者
︑
智
度
之
奧
室
也
︒
名
敎
Ü

想
者
︑
智
度
之
蘧
廬
＊
＊

也
︒
(﹃
出
三
藏
記
集
﹄
卷
七
︑
釋
£
安
﹁
£
行
經
序
﹂︒
大
正
五
五
・
四
七
上
)

＊

『老
子
﹄
十
四
違
﹁
執
古
之
£
︑
以
御
今
之
/
﹂︒

＊
＊

『莊
子
﹄
天
ñ
﹁
仁
義
︑
先
王
之
蘧
廬
也
︒
止
可
以
一
宿
︑
而
不
可
久
處
﹂︒﹃
莊
子
郭
象
}
﹄﹁
蘧
廬
︑
â
傳
舍
﹂︒

東 方 學 報
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我
々
は
£
安
が
﹁
眞
如
﹂
と
い
う
怨
し
い
譯
語
の
創
作
者
で
あ
っ
た
と
斷
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
£
安
は
譯
經
僧
で
な
か
っ
た
か
ら
だ
︒

で
は
﹁
譯
﹂
で
あ
る
佛
典
で
﹁
眞
如
﹂
を
\
う
�
初
は
何
か
︒
£
安
の
�
後
頃
に
﹁
眞
如
﹂
を
譯
語
と
し
て
\
う
竺
佛
念
譯
﹃
菩
�
瓔
珞
經
﹄︑

同
譯
﹃
出
ò
經
﹄︑
同
譯
﹃
十
Ä
斷
結
經
﹄
︑﹃
增
壹
阿
含
經
﹄
が
あ
る
︒
し
か
し
こ
れ
ら
の
譯
經
年
7
を
我
々
は
ま
だ
確
定
で
き
な
い
︒

畝
部

(一
九
七
〇
・
三
一
～
三
五
)

に
よ
れ
ば
︑
三
經
の
譯
出
年
は
﹃
出
ò
經
﹄
三
九
八
～
九
九
年
譯
︑﹃
菩
�
瓔
珞
經
﹄
三
九
九
年
以
後
︑

﹃
十
Ä
斷
結
經
﹄
三
九
九
年
以
後
で
あ
る
︒
�
も
早
い
の
は
﹃
出
ò
經
﹄
だ
が
︑
£
安
沒
年

(三
八
五
)

の
後
で
あ
る
︒﹃
出
ò
經
﹄
は
四
諦

(苦
・
集
・
滅
・
£
)

を
﹁
苦
・
ó
・
盡
・
£
﹂
と
譯
し
︑
四
諦
の
あ
る
が
ま
ま
の
^
を
﹁
苦
︑
ó
︑
盡
︑
£
四
諦
眞﹅

如﹅

﹂
と
譯
す
︒

で
は
﹃
增
壹
阿
含
經
﹄
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
經
は
卷
七
に
﹁
獨
樂
眞
如
法
︱
︱
ひ
と
り
眞
如
の
法
を
樂
し
む
﹂
(大
正
二
・
五
七
八

下
)

と
﹁
眞
如
﹂
を
用
い
る
︒
た
だ
︑
ô
憾
な
こ
と
に
﹃
增
壹
阿
含
經
﹄
の
譯
出
に
は
複
數
の
譯
者
と
年
代
が
絡
み
︑
單
純
に
年
代
を
決
定
で

き
な
い
ら
し
い
︒
本
經
の
錯
綜
し
た
譯
出
事
�
を
整
理
し
た
榎
本

(一
九
八
八
・
一
一
一
)

に
よ
れ
ば
︑
本
經
は
﹁
三
八
四
ー
三
八
五
年
に
曇
�

難
題
が
竺
佛
念
の
助
け
を
借
り
て
�
譯
し
︑
£
安
が
補
正
し
た
﹂
と
い
う
︒
そ
の
場
合
︑
本
經
は
£
安
�
晚
年
の
時
代
に
成
っ
た
と
歸
結
さ
れ

る
か
ら
︑﹁
眞
如
﹂
と
い
う
語
を
\
い
始
め
た
の
は
£
安
が
先
で
あ
っ
た
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
︒

以
上
を
勘
案
す
る
と
︑﹁
眞
如
﹂
を
怨
た
に
y
語
し
た
人
物
は
£
安
自
身
か
︑
£
安
�
後
に
彼
の
周
邊
で
活
動
し
て
い
た
漢
譯
者
で
あ
っ
た

と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
た
だ
£
安
頃
の
漢
譯
佛
典
に
は
譯
出
年
代
に
關
す
る
�
報
に
B
幅
の
信
賴
を
置
け
な
い
も
の
が
少
な
く
な
い
た

め
︑
特
に
竺
佛
念
譯
に
對
す
る
£
安
の
影
¨
を
決
定
で
き
な
い
事
例
が
殘
る
︒
先
行
硏
究
の
場
合
︑
鍵
(

(一
九
六
八
・
二
九
～
五
五
)

は
£
安

を
﹁
眞
如
﹂
を
用
い
た
�
初
の
人
物
と
(
張
す
る
が
︑
行
論
の
÷
中
に
現
在
で
は
]
け
入
れ
ら
れ
な
い
年
代
設
定
が
含
ま
れ
る
た
め
︑
鍵
(
說

を
も
っ
て
結
論
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
/
力
な
參
考
�
見
と
し
て
傾
聽
す
べ
き
こ
と
閒
Ï
い
な
い
︒
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f

鳩
�
羅
什
以
後

｢眞
如
﹂
を
\
い
始
め
た
£
安
頃
か
ら
泳
語

ta
th
a
tā
の
譯
語
は
﹁
如
﹂﹁
如
如
﹂﹁
眞
如
﹂
の
三
つ
が
同
時
ã
行
>
に
用
い
ら
れ
る
譯
語
不

瓜
一
の
時
代
に
な
っ
た
︒
こ
の
狀
態
は
六
世
紀
後
�
に
も
續
い
た
︒
ま
た
︑
一
つ
の
譯
本
に
衣
な
る
譯
を
用
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
劉
宋
の
求

�
跋
陀
羅
譯
﹃
雜
阿
含
經
﹄
は
﹁
如
如
﹂
(大
正
二
・
一
一
〇
下
)

と
﹁
眞
如
﹂
(一
三
九
上
︑
一
三
九
中
︑
一
四
三
中
︑
一
四
七
下
︑
三
二
二
中
)

を
共

に
用
い
る
︒
陳
の
眞
諦

(拘
羅
�
他
︑
四
九
九
～
五
六
九
)

は
﹃
佛
性
論
﹄
で
﹁
眞
如
﹂﹁
如
﹂﹁
如
如
﹂
を
ã
用
す
る
︒

中
國
で
僞
作
し
た
可
能
性
濃
厚
な
﹃
大
乘
�
信
論
﹄
︱
︱
�
¢
代
の
傳
瓜
說
で
は
眞
諦
譯
と
し
て
1
う
︱
︱

は
︑﹁
眞
如
﹂
を
キ
ー
ワ
ー

ド
と
す
る
︒
そ
の
語
法
が
後
代
の
中
國
佛
敎
}
釋
6
に
甚
大
な
影
¨
を
與
え
︑
種
々
の
解
釋
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
7
�
で
論
ず
る
︒

羅
什
以
後
は
︑
漢
人
の
}
釋
で
も
﹁
如
如
﹂
と
﹁
眞
如
﹂
を
ã
用
し
た
︒
梁
の
寶
亮
は
﹁
如
如
﹂
と
﹁
眞
如
﹂
の
兩
方
を
用
い
て
﹃
大
般
𣵀

槃
經
﹄
を
}
釋
す
る

(大
正
三
七
・
四
六
〇
下
︑
五
四
四
中
)
︒
た
だ
し
兩
者
を
\
い
分
け
る
基
準
や
�
味
の
Ï
い
は
あ
ま
り
*
確
で
な
い
︒

三

｢眞
如
﹂
を
﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
と
に
分
け
て
再
瓜
合
す
る

イ
ン
ド
佛
敎
に
お
い
て
は
B
く
存
在
せ
ず
︑
中
國
佛
敎
の
}
釋
書
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
中
國
特
/
の
語
義
解
釋
法
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑

﹁
眞
如
﹂
と
い
う
漢
字
二
字
に
卽
し
て
例
示
す
れ
ば
︑﹁
眞
如
﹂
を
ま
ず
﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
と
に
分
解
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
�
味
を
解
說
し
︑
し
か

る
後
に
そ
の
分
析
を
再
瓜
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
眞
如
﹂
と
い
う
熟
語
の
Ý
用
範
圍
を
擴
大
す
る
こ
と
で
理
解
の
廣
が
り
を
促
す
語
義
解
釋

で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
解
說
法
は
︑
眞
如
の
泳
語
原
語
が

ta
th
a
tā
(そ
の
ま
ま
性
)

で
あ
っ
て
︑
眞
を
�
味
す
る
�
素
と
如
を
�
味
す
る
�
素

に
區
別
で
き
な
い
以
上
︑
泳
語
で
は
生
じ
得
な
い
解
釋
で
あ
る
︒
言
い
奄
え
れ
ば
︑
ta
th
a
tā
を
﹁
眞
如
﹂
と
い
う
︑
あ
る
�
味
で
同
義
な
い

し
類
似
の
二
字
﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
を
用
い
て
譯
し
た
こ
と
に
�
因
す
る
︑
漢
字
お
よ
び
漢
字
に
基
づ
く
思
考
を
�
提
と
す
る
語
義
解
釋
だ
か
ら
︑
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こ
の
解
釋
法
の
中
に
中
國
>
佛
敎
語
解
釋
の
も
つ
重
�
な
側
面
を
垣
閒
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

漢
語
佛
典
に
お
い
て
﹁
眞
如
﹂
を
﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
と
に
分
け
る
解
釋
は
い
つ
頃
に
�
こ
っ
た
か
︒
眞
如
と
い
う
語
が
傳
瓜
漢
語
で
な
く
︑

佛
典
漢
譯
で
東
晉
の
釋
£
安
頃
の
y
語
を
用
い
た
譯
で
あ
る
以
上
︑
眞
と
如
に
分
け
る
解
釋
も
£
安
以
�
に
-
り
得
な
い
の
は
當
然
で
あ
る
︒

で
は
£
安
直
後
の
頃
に
こ
の
解
釋
が
世
に
現
れ
た
か
と
言
え
ば
︑
ど
う
や
ら
そ
れ
も
正
し
く
な
い
よ
う
だ
︒
さ
ら
に
刮
目
す
べ
き
6
>
事
實
が

あ
る
︒
そ
れ
は
︑
こ
う
し
た
漢
語
に
依
存
す
る
中
國
>
解
釋
法
を
営
べ
る
早
[
の
�
獻
が
イ
ン
ド
の
馬
鳴

(ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ゴ
ー
シ
ャ
)

y
・
陳
の

眞
諦
譯
と
さ
れ
る
﹃
大
乘
�
信
論
﹄
お
よ
び
イ
ン
ド
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
y
・
@
の
玄
奘
譯
と
さ
れ
る
﹃
成
唯
識
論
﹄
だ
と
い
う
惱
ま
し
い
事
實

で
あ
る
︒
こ
の
二
�
獻
は
︑
と
も
に
イ
ン
ド
原
典
を
漢
譯
し
た
漢
譯
�
獻
と
し
て
傳
瓜
>
に
1
わ
れ
て
き
た
が
︑
¢
代
の
硏
究
と
り
わ
け
¢
年

の
硏
究
動
向
に
よ
れ
ば
︑
い
ず
れ
も
®
語
>
な
�
譯
�
獻
で
は
な
く
︑
何
ら
か
の
�
味
で
中
國
で
の
ø
輯
を
經
て
世
に
現
れ
た
可
能
性
が
濃
厚

で
あ
る(

12
)

︒
す
な
わ
ち
︑
極
め
て
中
國
>
な
漢
語
ベ
ー
ス
の
眞
如
解
釋
を
裏
付
け
る
二
書
は
共
に
漢
譯
と
言
い
な
が
ら
決
し
て
純
然
た
る
®
語
譯

で
は
な
く
︑
中
國
に
お
い
て
何
ら
か
の
ø
輯
の
手
を
加
え
た
�
獻
と
考
え
ら
れ
る
︒

a

『
大
乘
�
信
論
﹄

『大
乘
�
信
論
﹄
は
︑
存
在
や
m
識
の
眞
の
^
を
說
き
示
す
﹁
眞
如
門
﹂
と
い
う
敎
門
と
︑
こ
の
世
の
森
羅
萬
象
が
生
滅
轉
變
を
繰
り
×
す

こ
と
を
說
き
示
す
﹁
生
滅
門
﹂
と
い
う
敎
門
を
二
大
ù
と
し
て
論
を
展
開
す
る
︒
つ
ま
り
︑
世
界
の
不
動
不
變
に
し
て
靜
>
な
眞
理
と
︑
そ
の

眞
理
が
事
物
と
し
て
現
象
�
す
る
動
態
の
二
面
を
眞
如
門
と
生
滅
門
と
で
說
き
*
か
す
︒
と
り
わ
け
こ
の
二
種
を
心
を
軸
に
說
*
す
る
﹃
大
乘

�
信
論
﹄
の
7
の
一
�
は
︑﹁
眞
如
﹂
を
﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
と
に
分
解
す
る
敎
え
を
說
き
示
す
︒

一
心
の
敎
え
に
入
る
門
戶

(入
り
口
︑
入
り
方
)

は
二
種
あ
る
︒
二
種
と
は
何
か
︒
第
一
は
︑
心﹅

の﹅

眞﹅

如﹅

と﹅

い﹅

う﹅

門﹅

戶﹅

で
あ
り
︑
第
二
は
心﹅
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の﹅

生﹅

滅﹅

と﹅

い﹅

う﹅

門﹅

戶﹅

で
あ
る
︒
こ
の
二
つ
の
門
戶
は
い
ず
れ
も
B
て
の
存
在
を
瓜
べ
治
め
る
︒
そ
の
�
味
は
何
か
︒
こ
の
二
つ
の
門
戶
は

他
を
離
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
心
眞
如
と
は
唯
一
の
法
界

(眞
理
の
領
域
)

で
あ
り
︑
諸
物
に
共
A
す
る
大
い
な
る
特
;
と
い
う
敎
え
の

門
戶
で
あ
り
︑
心
の
本
性
は
生
じ
も
滅
し
も
し
な
い
が
︑
B
て
の
諸
存
在
に
對
す
る
專
ら
å
っ
た
妄
想
に
基
づ
い
て
差
別
を
x
想
す
る
の

で
あ
る
︒
も
し
å
っ
た
妄
想
を
離
れ
た
ら
︑
B
て
の
對
象
領
域
の
特
;
>
^
は
な
く
な
る
︒
そ
れ
故
︑
B
て
の
存
在
は
そ
の
本
性
よ
り
言

語
表
現
の
特
;
を
離
れ
︑
名
や
�
字
の
特
;
を
離
れ
︑
心
の
對
象
領
域
の
特
;
を
離
れ
︑
と
ど
の
つ
ま
り
û
等
で
あ
り
︑
何
ら
の
變
�
も

な
く
︑
壞
れ
る
こ
と
な
く
︑
も
っ
ぱ
ら
一
心
な
る
の
み
で
あ
る
︒
そ
れ
故
︑
そ
れ
を
眞﹅

如﹅

と
名
づ
け
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
B
て
の
言
語
表
現

は
名
ば
か
り
の
も
の
に
す
ぎ
ず
︑
何
ら
の
實
體
も
な
く
︑
も
っ
ぱ
ら
妄
想
觀
念
に
ü
從
す
る
だ
け
で
何
も
得
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
眞﹅

如﹅

と
言
う
も
の
は
︑
何
か
固
/
の
特
;
が
あ
る
の
で
な
く
︑
言
語
表
現
の
極
み
は
言
葉
を
手
段
と
し
て
言
葉
を
う
ち
ý
て
る
こ
と
で
あ
る
︒

こ
の
眞﹅

如﹅

の﹅

本﹅

體﹅

は
う
ち
ý
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
そ
の
理
由
は
︑
B
て
の
存
在
は
皆
な
眞﹅

で
あ
る
か
ら
だ
︒
さ
ら
に
ま
た
︹
眞
如
の

體
は
︺
定
立
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
︒
そ
の
理
由
は
︑
B
て
の
存
在
は
み
な
如﹅

(あ﹅

る﹅

が﹅

ま﹅

ま﹅

の﹅

^﹅

)

だ
か
ら
だ
︒
一
切
の
存
在
は
︑︹
そ

の
^
を
>
確
に
言
葉
で
︺
說
*
す
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
想
念
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
︒
そ
れ
故
に
眞
如
と
名
づ
け
る
︒

依
一
心
法
︑
/
二
種
門
︒
云
何
爲
二
︒
一
者
︑
心﹅

眞﹅

如﹅

門﹅

︒
二
者
︑
心﹅

生﹅

滅﹅

門﹅

︒
是
二
種
門
皆
各
總
攝
一
切
法
︒
此
義
云
何
︒
以
是
二
門

不
相
離
故
︒
心
眞
如
者
︑
卽
是
一
法
界
︑
大
總
相
法
門
體
︑
¦
謂
心
性
不
生
不
滅
︑
一
切
諸
法
唯
依
妄
念
而
/
差
別
︒
若
離
妄
念
︑
則
無

一
切
境
界
之
相
︒
是
故
一
切
法
︑
從
本
已
來
︑
離
言
說
相
︑
離
名
字
相
︑
離
心
緣
相
︑
畢
悦
û
等
︑
無
/
變
衣
︑
不
可
破
壞
︑
唯
是
一
心
︑

故
名
眞﹅

如﹅

︑
以
一
切
言
說
假
名
無
實
︑
但
隨
妄
念
不
可
得
故
︒
言
眞﹅

如﹅

者
︑
亦
無
/
相
︑
謂
言
說
之
極
︑
因
言
þ
言
︒
此
眞﹅

如﹅

體﹅

︑
無
/

可
þ
︑
以
一
切
法
悉
皆
眞﹅

故
︒
亦
無
可
立
︑
以
一
切
法
皆
同
如﹅

故
︒
當
知
一
切
法
不
可
說
︑
不
可
念
︑
故
名
爲
眞
如
︒
(大
正
三
二
・
五
七

六
上
)
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今
こ
こ
で
特
に
}
�
喚
�
し
た
い
の
は
︑
引
用
末
に
﹁
無
/
可
þ
︑
以
一
切
法
悉
皆
眞﹅

故
︒
亦
無
可
立
︑
以
一
切
法
皆
同
如﹅

故
﹂
と
い
う
風
に

﹁
眞
如
﹂
を
﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
と
に
分
解
す
る
事
實
で
あ
る
︒﹃
大
乘
�
信
論
﹄
は
イ
ン
ド
語
原
典
の
®
語
譯
で
あ
る
と
假
定
す
る
場
合
に
必
ず

問
題
と
な
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
︒
眞
如
が

ta
th
a
tā
の
譯
な
ら
ば
︑
そ
れ
を
眞
と
如
に
分
け
る
こ
と
は
︑
ta
th
a
tā
を

ta
th
a
(<

ta
th
ā
そ
の
よ
う

に
︑
か
く
)

と

tā
(抽
象
名
詞
を
作
る
接
尾
辭
︑
～
で
あ
る
こ
と
︑
～
性
)

に
分
け
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
を
﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
に
�
分
し
て
說
*
す
る
こ
と

が
あ
り
得
な
い
の
と
同
樣
に
︑
筋
が
B
く
A
ら
な
い
︒

『
�
信
論
﹄
硏
究
者
の
閒
で
も
こ
の
點
は
︑﹃
�
信
論
﹄
が
イ
ン
ド
成
立
か
中
國
成
立
か
と
直
結
す
る
論
點
と
し
て
}
目
さ
れ
て
き
た
︒
し
か

し
右
の
一
�
を
そ
の
ま
ま
イ
ン
ド
語
原
典
に
想
定
可
能
で
あ
る
と
い
う
(
張
は
こ
れ
ま
で
何
人
も
出
し
て
い
な
い
︒
筆
者
も
イ
ン
ド
語
原
典
の

說
と
し
て
は
說
*
で
き
な
い
︒
こ
の
一
�
に
關
す
る
代
表
>
硏
究
と
し
て
柏
木
弘
雄
と
û
川
頴
の
說
を
紹
介
し
て
お
く
︒

柏
木

(一
九
八
一
)

は
現
在
で
も
﹃
大
乘
�
信
論
﹄
の
總
合
>
硏
究
と
し
て
�
價
が
高
い
︒
柏
木
は
﹃
�
信
論
﹄
を
イ
ン
ド
成
立
と
考
え
る

場
合
︑
そ
こ
に
用
い
ら
れ
る
﹁
眞
如
﹂
の
原
語
は
b
h
ū
ta
ta
th
a
tā
で
な
く
︑

ta
th
a
tā
あ
る
い
は

citta
ta
th
a
tā
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
︑
結
論
と

し
て
﹁
�
信
論
の
原
�
に
﹁
眞
如
﹂
を
﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
と
に
分
け
て
說
*
す
る
�
違
が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
﹂
と
言
う
︒
そ
し
て
さ
ら
に
︑

こ
の
よ
う
に
區
分
す
る
解
釋
は
い
わ
ゆ
る
陳
の
眞
諦
に
歸
屬
さ
れ
る
﹃
大
乘
�
信
論
﹄
(P
本
)

の
み
に
存
在
し
︑
@
の
實
叉
難
陀
譯
と
し
て

傳
わ
る
別
本
﹃
大
乘
�
信
論
﹄
(S
本
)

に
は
該
當
す
る
�
言
が
な
い
こ
と
に
}
目
し
︑﹁
し
た
が
っ
て
︑﹁
眞
如
﹂
の
語
義
を
﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂

と
に
區
分
し
て
說
*
す
る
解
釋
は
︑
い
ち
お
う
譯
出
時
に
お
け
る
附
加
と
見
做
せ
ば
︑
S
本
に
そ
の
部
分
の
語
句
が
缺
け
て
い
る
こ
と
も
容
易

に
�
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
結
論
す
る

(柏
木
一
九
八
一
・
三
五
〇
～
五
三
)
︒

別
の
角
度
か
ら
眞
諦
譯
﹃
大
乘
�
信
論
﹄
を
分
析
し
︑
訓
讀
と
現
代
語
譯
}
を
作
っ
た
û
川
頴
は
︑
柏
木
と
同
樣
に
﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
と
に

分
け
て
說
*
す
る
こ
と
に
}
を
付
し
︑
こ
う
論
ず
る
︱
︱
｢眞
如
の
原
語
は

ta
th
a
tā
で
あ
り
︑
こ
の
﹁
タ
タ
タ
ー
﹂
は
眞
と
如
と
に
區
別
で

き
る
言
葉
で
は
な
い
︒﹁
如
﹂
だ
け
で
も
十
分
譯
し
得
る
言
葉
で
あ
る
︒
故
に
も
し
原
語
が
﹁
タ
タ
タ
ー
﹂
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
原
�
に

眞如の諸解釋
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﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
と
を
分
け
て
說
*
す
る
�
違
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
か
ら
︑
こ
の
部
分
は
譯
者
の
附
加
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
﹂

(
û
川
一
九
七
三
・
七
九
～
八
〇
)
︒
こ
の
û
川
說
は
恐
ら
く
柏
木
說
を
襲
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
と
も
か
く
柏
木
・
û
川
兩
氏
と
も
﹃
大
乘
�
信
論
﹄

を
イ
ン
ド
成
立
と
見
な
す
立
場
か
ら
︑
譯
出
時
の
揷
入
と
(
張
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
︒
し
か
し
﹃
大
乘
�
信
論
﹄
の
硏
究
者
に
は
イ
ン
ド
成
立

說
に
疑
義
を
唱
え
︑
六
?
末
か
ら
隋
初
の
閒
に
中
國
で
成
立
し
た
と
考
え
る
べ
き
だ
と
(
張
す
る
者
も
い
る
︒
そ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑
﹁
眞
﹂

と
﹁
如
﹂
と
に
區
分
す
る
箇
¦
は
譯
出
時
の
補
足
で
な
く
︑﹃
大
乘
�
信
論
﹄
の
中
國
成
立
說
を
補
强
す
る
ç
料
と
な
る
︒

b

玄
奘
譯
﹃
成
唯
識
論
﹄
(
六
五
九
年
)

中
國
の
唯
識
思
想
を
揭
げ
る
玄
奘
門
下
で
重
視
し
た
イ
ン
ド
の
唯
識
論
書
が
あ
る
︒
そ
れ
は
護
法

(ダ
ル
マ
パ
ー
ラ

D
h
a
rm
a
p
ā
la︑
六
世
紀
中

頃
(
13
)

)

が
夭
O
す
る
直
�
に
著
し
た
と
い
う
傳
說(14

)

と
共
に
知
ら
れ
る
﹃
成
唯
識
論
﹄
十
卷
で
あ
る(15

)

︒
こ
の
書
は
獨
立
論
書
で
な
く
︑
世
親
﹃
唯
識

三
十
頌
﹄
T
riṁ
śik
ā
に
對
す
る
護
法
の
}
釋
で
あ
る
︒
玄
奘
門
下
の
傳
承
に
よ
る
と
︑
護
法
は
死
ぬ
直
�
に
こ
れ
を
玄
鑒
居
士
と
い
う
在
家

者
に
�
け
︑
玄
鑒
居
士
は
玄
奘
に
�
け
た
た
め
︑
漢
譯
が
生
ま
れ
た
と
い
う(16

)

︒﹃
成
唯
識
論
﹄
は
漢
譯
の
み
存
在
し
︑
原
典
も
チ
ベ
ッ
ト
語
譯

も
存
在
し
な
い
の
は
︑
公
式
活
動
を
止
め
た
後
の
護
法
が
玄
鑒
居
士
と
い
う
他
に
知
ら
れ
な
い
人
物
を
祕
密
裏
に
介
在
し
て
玄
奘
に
委
ね
た
た

め
と
解
す
こ
と
が
多
い
︒
し
か
し
現
代
の
硏
究
者
の
中
に
は
︑﹁
糅
譯
﹂
(﹃
唯
識
三
十
頌
﹄
に
對
す
る
衣
な
る
十
種
の
}
釋
を
護
法
說
を
中
心
に
一
書
と

し
た
譯

(
17
)

)

と
い
う
衣
例
の
仕
方
で
ø
輯
し
た
﹃
成
唯
識
論
﹄
の
イ
ン
ド
�
源
を
疑
問
視
す
る
者
も
多
い(18

)

︒

『大
乘
�
信
論
﹄
と
同
樣
の
傾
向
と
し
て
︑﹃
成
唯
識
論
﹄
も
﹁
眞
如
﹂
を
﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
と
に
區
別
し
て
解
說
す
る
︒

一
方
︑
究
極
>
現
實
は
お
よ
そ
四
種
あ
る
︒
第
一
は
世
閒
︹
で
是
m
さ
れ
る
度
合
い
の
︺
究
極
で
あ
り
︑
︹
た
と
え
ば
五
︺
蘊
・︹
十
二
︺

處
・︹
十
八
︺
界
な
ど
で
あ
る
︒
第
二
は
£
理
︹
と
し
て
是
m
す
べ
き
︺
究
極
で
あ
り
︑︹
た
と
え
ば
苦
諦
︺
を
始
め
と
す
る
四
諦
で
あ
る
︒

東 方 學 報
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第
三
は
直
接
>
に
體
得
す
る
究
極
で
あ
り
︑︹
人
無
我
と
法
無
我
と
い
う
︺
二
種
の
空
性
や
眞
如
で
あ
る
︒
第
四
は
究
極
の
究
極
で
あ
り
︑

そ
れ
は
唯
一
の
眞
實
な
る
存
在
領
域

(法
界
)

で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
︹
今
こ
こ
で
�
圖
す
る
︺
究
極
は
�
後
の
說
に
基
づ
く
︒
な
ぜ
な
ら

そ
れ
は
�
高
の
修
行
£
で
實
踐
す
べ
き
對
象
だ
か
ら
︒︹
こ
れ
以
外
の
︺
�
三
種
を
除
外
す
る
た
め
︑
こ
の
說
を
営
べ
る
︒
こ
ら
ら
諸
存

在
の
究
極
﹁
も
ま
た
︑
そ
の
ま
ま
眞
如
に
ほ
か
な
ら
ぬ

(
sa
y
a
ta
s
ta
th
a
tā
)
｣＊
︒﹁
眞﹅

﹂
と﹅

は﹅

眞﹅

實﹅

で﹅

あ﹅

り﹅

︑
虛
妄
な
ら
ざ
る
こ
と
を
*
示

す
る
︒﹁
如﹅

﹂
と﹅

は﹅

い﹅

つ﹅

も﹅

變﹅

わ﹅

ら﹅

ず﹅

そ﹅

の﹅

ま﹅

ま﹅

の﹅

�﹅

で﹅

あ﹅

り﹅

︑
變
�
な
き
こ
と
を
表
す
︒
こ
の
眞﹅

實﹅

は
B
て
の
位
相

(
狀
態
)

に
お
い

て
﹁
い﹅

つ﹅

も﹅

常﹅

に﹅

そ﹅

の﹅

ま﹅

ま﹅

で
あ
る
か
ら

(常
如
其
性
故
sa
rv
a
k
ā
la
ṁ
ta
th
ā
b
h
ā
v
ā
t)
｣＊
︑
眞﹅

如﹅

と
呼
ぶ
︒
そ
れ
は
た
っ
ぷ
り
と
靜
ま
り
か
え

り
︑
虛
妄
で
な
い
と
い
う
�
味
で
あ
る
︒﹁
も
ま
た

(亦

a
p
i)
｣＊
と
い
う
語
は
︑
そ
れ

(眞
如
)

に
は
多
く
の
別
稱
が
あ
る
こ
と
を
示
す
︒

す
な
わ
ち
法
界

(
d
h
a
rm
a
d
h
ā
tu
)

や
實
際

(
b
h
ū
ta
k
o
ṫi)

を
始
め
と
す
る
︹
同
義
語
︺
で
あ
る
︒
そ
れ
は
他
の
論
書
で
︹
そ
の
都
度
︺
�

味
に
從
っ
て
詳
し
く
解
說
さ
れ
る
A
り
で
あ
る
︒

然
v
義
諦
︑
略
/
四
種
︒
一
︑
世
閒
v
義
︑
謂
蘊
︑
處
︑
界
等
︒
二
︑
£
理
v
義
︑
謂
苦
等
四
諦
︒
三
︑
證
得
v
義
︑
謂
二
空
眞
如
︒
四
︑

v
義
v
義
︑
謂
一
眞
法
界
︒
此
中
v
義
依
�
後
說
︑
是
�
v
£
¦
行
義
故
︒
爲
鯵
�
三
︑
故
作
是
說
︒
此
諸
法
v
義
﹁
亦
卽
是
眞
如
｣＊
︒

眞﹅

謂﹅

眞﹅

實﹅

︑
顯
非
虛
妄
︒
如﹅

謂﹅

如﹅

常﹅

︑
表
無
變
易
︒
謂
此
眞﹅

實﹅

於
一
切
位
﹁
常﹅

如﹅

其﹅

性﹅

故
｣＊
︑
曰
眞﹅

如﹅

︑
卽
是
湛
然
不
虛
妄
義
︒
﹁
亦
｣＊

言
顯
此
復
/
多
名
︑
謂
名
法
界
 
實
際
等
︑
如
餘
論
中
隨
義
廣
釋
︒
(大
正
三
一
・
四
八
上
)

＊

『
成
唯
識
論
﹄
卷
九
︑
二
十
五
偈
﹁
此
諸
法
v
義
︑
亦
卽
是
眞
如
︒
常
如
其
性
故
︑
卽
唯
識
實
性
﹂
(大
正
三
一
・
四
八
上
)

=

玄
奘
譯
﹃
唯
識
三
十
頌
﹄
(大
正
三
一
・
六
一
上
)

=

S
k
t.d
h
a
rm
ā
ṅ
ā
ṁ
p
a
ra
m
ā
rth
a
ś
ca
sa
y
a
ta
s
ta
th
a
tā
'p
i
sa
ḣ
/
sa
rv
a
k
ā
la
ṁ
ta
th
ā
b
h
ā
v
ā
t
sa
iv
a
v
ijñ
a
p
tim
ā
tra
tā
/
/
2
5
/
/

こ
こ
で
﹁
眞
如
﹂
を
﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
と
に
分
解
し
て
﹁
眞
實
に
し
て
如
常
で
あ
る
こ
と
﹂
が
﹁
眞
如
﹂
の
�
味
と
解
說
す
る
の
は
︑
A
常
の

眞如の諸解釋
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漢
譯
で
は
あ
り
得
な
い
奇
妙
な
說
*
で
あ
る
︒
少
な
く
と
も
眞
如
の
原
語
に

ta
th
a
tā
を
想
定
す
る
限
り
︑
そ
れ
を
眞
實
如
常
と
語
義
解
釋

す
る
こ
と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
正
規
�

法
で
可
能
で
な
い
の
み
な
ら
ず
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
A
俗
>
語
源
解
釋

fo
lk
e
ty
m
o
lo
g
y
,

V
o
lk
se
ty
m
o
lo
g
ie﹂︑
泳
語
の

n
iru
k
ti,
n
iru
k
ta
,
n
irv
a
ca
n
a
等
に
相
當
)
に
も
>
確
な
說
*
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る(19

)

︒
つ
ま
り
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
基
づ
く
學
5
と
は
衣
質
の
︑
い
わ
ば
漢﹅

語﹅

ベ﹅

ー﹅

ス﹅

の﹅

思﹅

考﹅

と﹅

解﹅

釋﹅

を
�
提
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
︒
も
し

そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
こ
の
點
は
正
し
く
﹃
成
唯
識
論
﹄
漢
譯
說
に
對
す
る
强
い
反
證
と
な
ろ
う
︒
事
實
︑
こ
れ
ま
で
の
硏
究
を
參
照
し
て
も
︑

﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
と
に
分
解
す
る
解
釋
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
說
*
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
見
る
複
數
の
硏
究
が
あ
る

(鍵
(
一
九
六
八
・

一
二
四
～
二
九
︒
û
川
一
九
七
三
・
七
九
～
八
〇
}
一
︒
柏
木
一
九
八
一
・
三
五
二
)
︒

右
に
示
し
た
﹃
成
唯
識
論
﹄
の
一
�
を
@
代
佛
敎
學
者
は
し
ば
し
ば
引
用
し
た
︒
そ
の
代
表
は
窺
基
で
あ
る
︒
彼
は
こ
の
一
�
を
﹃
成
唯
識

論
営
記
﹄
卷
九
末

(大
正
四
三
・
五
五
五
上
)

で
解
說
す
る
の
み
な
ら
ず
︑﹃
大
般
若
波
羅
蜜
多
經
般
若
理
趣
分
営
讚
﹄
卷
二

(大
正
三
三
・
四
四

中
)

で
も
こ
れ
を
用
い
て
眞
如
の
語
義
を
說
*
す
る
︒
玄
奘
門
下
で
は
圓
測

(六
一
三
～
九
六
)

も
﹃
解
深
密
經
駅
﹄
卷
三
と
卷
六
に
﹁
﹃
成
唯

識
﹄
第
九
卷
﹂
の
說
と
し
て
引
用
す
る

(續
藏
一
︑
三
四
︑
四
︑
三
五
七
表
下
︒
一
︑
三
四
︑
五
︑
四
四
六
表
下
)
︒
さ
ら
に
後
代
︑
華
嚴
學
の
澄
觀
と

宗
密
も
同
�
を
引
用
す
る
}
釋
を
作
っ
て
い
る
︒
具
體
>
�
に
つ
い
て
は
後
揭
e
項
と
f
項
を
參
照
さ
れ
た
い
︒

c

名
詞
複
合
語
と
し
て
の
﹁
眞
如
﹂

｢眞
﹂
と
﹁
如
﹂
と
に
區
分
す
る
者
た
ち
は
︑﹁
眞
如
﹂
と
い
う
名
詞
複
合
語

n
o
m
in
a
l
c
o
m
p
o
u
n
d
を
ど
の
よ
う
に
解
釋
し
た
か
︒
名
詞
複

合
語
の
解
釋
と
言
っ
て
も
馴
染
み
の
な
い
讀
者
も
い
よ
う
︒
名
詞
複
合
語
と
い
う
槪
念
も
5
語
も
本
來
中
國
に
は
な
く
︑
漢
譯
佛
典
と
共
に
中

國
に
傳
來
し
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
傳
瓜
>
�
法
用
語
で
あ
る
︒
名
詞
複
合
語
と
は
︑
二
語
以
上
の
名
詞
が
結
合
し
て
複
合
語

(サ
マ
ー
サ

sa
m
ā
sa
)

を
x
成
す
る
も
の
を
指
す
︒
一
般
に
複
合
語
の
種
類
を
六
種
と
し
︑
漢
語
佛
典
で
は
そ
れ
を
﹁
六
合
釋
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
︒
六
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種
の
う
ち
特
に
頻
用
さ
れ
る
の
は
﹁
持
業
釋

k
a
rm
a
d
h
ā
ra
y
a﹃
行
爲
と
い
う
影
¨
保
持
者
﹄﹂
(同
格
限
定
複
合
語
)

と
﹁
依
(
釋
／
依
士
釋

ta
tp
u
ru
ṡa﹃
彼
の﹅

從
者
﹄﹂
(格
限
定
複
合
語
)

と
﹁
/
財
釋
／
多
財
釋

b
a
h
u
v
rīh
i﹃
多
く
の
米
を
/﹅

す﹅

る﹅

も
の
﹄﹂
(
¦
/
複
合
語
)

の
三
種
で
あ

る
︒
こ
れ
ら
の
用
語
は
泳
語
佛
典
の
漢
譯
の
結
果
と
し
て
漢
語
表
記
が
生
ま
れ
定
着
し
た
が
︑
複
合
語
解
釋
を
}
釋
�
獻
に
含
む
よ
う
に
な
る

の
は
と
り
わ
け
玄
奘
門
下
の
窺
基
や
圓
測
ら
が
�
初
だ
っ
た
︒
こ
れ
と
同
時
に
泳
語
複
合
語
の
み
な
ら
ず
漢
語
に
お
け
る
類
似
の
語
彙
を
說
*

す
る
際
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た(20

)

︒

窺
基
は
眞
如
を
複
合
語
と
し
て
捉
え
︑
複
合
語
の
種
類
は
持
業
釋
で
あ
る
と
*
記
し
て
い
る
︒
持
業
釋
と
は

k
a
rm
a
d
h
ā
ra
y
a
の
よ
う
に
複

合
語
の
�
�
部
と
後
�
部
が
同
格
で
あ
る
複
合
語
で
あ
る
︒
A
-
B
の
二
語
か
ら
成
る
複
合
語
が
持
業
釋

(A
で
あ
る
B
)

の
場
合
︑
漢
語
で
は

﹁
A
卽
是
B
︑
名
爲
A
-B
︒
持
業
釋
也
﹂
と
い
う
形
式
で
表
記
す
る
こ
と
が
多
い
︒
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
形
式
で
窺
基
は
眞
如
と
い
う
語
を
﹁
眞

卽
如
者
︑
持
業
釋
也
︱
︱
眞
卽
チ
如
ナ
ル
者
ハ
︑
持
業
釋
ナ
リ
﹂
(﹃
成
唯
識
論
営
記
﹄
卷
二
末
︒
大
正
四
三
・
二
九
〇
上
)

と
說
*
す
る
︒
さ
ら
に

後
代
八
世
紀
の
曇
曠
も
﹃
大
乘
百
法
*
門
論
開
宗
義
記
﹄
に
お
い
て
﹁
眞
卽
是
如
︑
持
業
釋
也
︱
︱
眞
卽
チ
是
レ
如
ナ
リ
︒
持
業
釋
ナ
リ
﹂

(大
正
八
五
・
一
〇
六
四
中
)

と
解
說
す
る
︒
窺
基
說
・
曇
曠
說
と
も
に
︑
眞
で
あ
る
も
の
そ
れ
が
如
で
あ
る
︑
そ
れ
故
に
﹁
眞
如
﹂
と
同
格
の
複

合
語
で
表
す
と
い
う
こ
と
を
�
味
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
き
わ
め
て
理
解
し
易
い
內
容
だ
が
︑
冷
靜
に
考
え
れ
ば
奇
妙
奇
天
烈
な
說
で
あ
る
︒

﹁
眞
如
﹂
の
原
語

ta
th
a
tā
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
單
一
語
で
あ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
中
國
佛
敎
}
釋
家
た
ち
は
﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
と

に
分
け
︑
兩
者
を
同
格
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
眞
如
と
い
う
語
は
同
格
の
複
合
語
で
あ
る
﹂
と
言
う
の
だ
か
ら
︑
い
わ
ば
︑
イ
ン
ド
に
は

本
來
な
か
っ
た
問
題
點
を
設
定
し
た
上
で
︑
イ
ン
ド
風
に
解
決
し
て
ど
う
だ
と
自
慢
す
る
よ
う
な
奇
妙
さ
で
は
な
い
か
︒

な
お
蛇
足
の
謗
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
︑﹁
眞
如
﹂
と
い
う
語
の
解
釋
法
に
つ
い
て
も
う
一
點
補
足
し
て
お
き
た
い
︒
そ
れ
は
︑﹁
突

如
﹂﹁
Ñ
如
﹂﹁
晏
如
﹂
の
よ
う
に
如
を
形
容
詞
を
形
成
す
る
接
尾
辭
と
み
な
し
て
﹁
眞
如
タ
リ
﹂
と
說
*
す
る
例
は
︑
中
國
佛
敎
の
}
釋
書
に

見
出
せ
な
い
事
實
で
あ
る
︒
本
稿
後
営
內
容
も
含
め
︑
}
釋
者
た
ち
が
営
べ
る
の
は
一
貫
し
て
﹁
眞
で
あ
り
如
だ
か
ら
眞
如
で
あ
る
﹂
と
い
う
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持
業
釋
の
理
解
で
あ
る
︒

d

法
藏

(
六
四
三
～
七
一
二
)

本
�
を
結
ぶ
�
に
︑﹃
大
乘
�
信
論
﹄
と
﹃
成
唯
識
論
﹄
の
眞
如
解
釋
が
後
代
に
 
ぼ
し
た
影
¨
に
つ
い
て
槪
略
を
営
べ
て
お
き
た
い
︒
後

代
と
は
言
っ
て
も
本
稿
の
1
え
る
範
圍
は
ほ
と
ん
ど
@
末
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
法
藏

(六
四
三
～
七
一
二
)
︑
澄
觀

(七
三
八
～
八
三

九
)
︑
宗
密

(七
八
〇
～
八
四
一
)

の
三
人
の
解
說
を
A
覽
し
︑
そ
こ
に
あ
る
種
の
發
展
を
跡
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
い
︒

窺
基
以
後
の
解
釋
>
展
開
を
示
す
}
釋
家
と
し
て
ま
ず
法
藏
の
特
;
を
見
て
お
こ
う
︒
中
國
華
嚴
學
を
代
表
す
る
香
象
大
師
法
藏
は
﹃
華
嚴

經
探
玄
記
﹄
卷
八
に
お
い
て
︑﹁
眞
如
の
敎
義
を
解
釋
す
る
に
は
四
種
の
門
戶

(入
り
口
︑
入
り
方
)

が
あ
る
﹂
と
営
べ
る
︒
そ
し
て
四
種
の
門

戶
と
は
﹁︹
眞
如
と
い
う
︺
名
稱
を
解
說
す
る
こ
と
﹂︑﹁︹
眞
如
︺
の
種
別
﹂︑﹁︹
眞
如
の
︺
德
の
作
用
を
解
*
す
る
こ
と
﹂︑﹁
敎
說
の
︹
深
淺

の
相
Ï
︺
を
視
點
と
し
て
︹
眞
如
を
︺
解
*
す
る
﹂
こ
と
で
あ
る
と
說
く
︒
こ
の
う
ち
第
一
の
名
稱
に
つ
い
て
法
藏
は
解
說
す
る
︒

〔名
稱
の
第
一
解
釋
は
︑
﹁
眞
如
﹂
の
︺﹁
眞﹅

﹂
は﹅

壞﹅

れ﹅

な﹅

い﹅

こ﹅

と﹅

で﹅

あ﹅

り﹅

︑﹁
如﹅

﹂
は﹅

變﹅

�﹅

し﹅

な﹅

い﹅

こ﹅

と﹅

で﹅

あ﹅

る﹅

︒
�
者
は
︹﹁
眞
﹂
は

壞
れ
ぬ
こ
と
だ
か
ら
︑
A
常
は
衣
な
る
と
見
な
さ
れ
る
生
・
Ä
・
衣
・
滅
の
︺
四
段
階
に
は
何
ら
變
移
が
な
い
︒
後
者
は
︹
﹁
如
﹂
は
變

�
し
な
い
こ
と
だ
か
ら
︺
本
體
に
何
ら
相
Ï
が
な
い
︒
こ
れ
は
始
敎
＊

の
立
場
を
視
點
と
す
る
︒

さ
ら
に
︹
第
二
の
解
釋
は
︺
︑
﹁
眞﹅

﹂
は﹅

變﹅

�﹅

し﹅

な﹅

い﹅

こ﹅

と﹅

で﹅

あ﹅

り﹅

︑﹁
如﹅

﹂
は﹅

m﹅

識﹅

對﹅

象﹅

に﹅

順﹅

應﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

で﹅

あ﹅

る﹅

＊
＊

︒
�
の
︹﹁
眞
﹂

の
︺
語
義
に
よ
り
︹﹁
眞
如
﹂
は
︺
/
爲
法

(作
ら
れ
た
存
在
物
)

と
衣
な
る
︒
後
の
語
義
に
よ
り
/
爲
法
と
衣
な
ら
な
い
︒

こ
の
︹
眞
に
し
て
如
で
あ
る
と
い
う
︺
二
つ
の
�
味
が
合
し
て
一
つ
の
存
在
と
な
る
も
の
︑
そ
れ
を
﹁
眞
如
﹂
と
言
う
︒

釋
眞
如
義
作
四
門
︒
一
釋
名
者
︑
不﹅

壞﹅

曰﹅

眞﹅

︑
無﹅

衣﹅

稱﹅

如﹅

︒
�
則
非
四
相
�
︑
後
則
體
無
差
別
︒
此
�
始
敎
＊

︒
印
不﹅

變﹅

曰﹅

眞﹅

︑
順﹅

緣﹅

稱﹅
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如﹅

＊
＊

︒
由
�
義
故
︑
與
/
爲
法
非
一
︒
由
後
義
故
︑
與
/
爲
法
非
衣
︒
二
義
合
爲
一
法
︑
名
曰
眞
如
︒
(大
正
三
五
・
二
六
九
下
)

＊

｢始
敎
﹂
は
﹁
大
乘
始
敎
﹂
と
も
言
う
︒
佛
の
敎
說
を
五
種

(小
乘
敎
・
大
乘
始
敎
・
�
敎
・
頓
敎
・
圓
敎
)

に
分
類
す
る
中
の
第
二
︒

﹃
華
嚴
經
探
玄
記
﹄
卷
一
參
照

(大
正
三
五
・
一
一
五
下
)
︒

＊
＊

｢順
緣
﹂
は
﹁
隨
緣
﹂
と
同
義
で
あ
り
︑
諸
存
在
が
生
々
液
轉
す
る
さ
ま
を
示
す
︒
法
藏
自
身
の
解
說
で
は
な
い
が
︑
澄
觀
の
7

の
解
說
を
參
照
︱
︱
｢
駅
﹁
順﹅

緣﹅

曰﹅

如﹅

﹂
者
︑
卽
隨﹅

緣﹅

義﹅

︒﹃
淨
名
﹄
云
︑﹁
法
隨
於
如
︑
無
¦
隨
故
﹂︒
今
謂
﹁
如
隨
於
法
︑
無
能

隨
故
﹂︒
以
如
性
空
︑
方
能
隨
緣
成
一
切
故
﹂
(澄
觀
﹃
大
方
廣
佛
華
嚴
經
隨
駅
演
義
鈔
﹄
卷
五
一
︒
大
正
三
六
・
三
九
八
上
)
︒
衣
說
と
し
て

鍵
(

(一
九
六
八
・
一
三
〇
～
三
四
)

を
比

參
照
︒

法
藏
の
說
く
二
種
の
分
析
の
う
ち
︑
第
一
分
析
で
如
を
無
衣
の
�
と
す
る
點
は
上
営
﹃
成
唯
識
論
﹄
の
﹁
如
ハ
如
常
ヲ
謂
イ
︑
變
易
無
キ
ヲ
表

ス
﹂
と
合
う
が
︑
こ
れ
以
外
は
﹃
成
唯
識
論
﹄
と
も
﹃
大
乘
�
信
論
﹄
と
も
衣
な
る
法
藏
獨
自
の
解
釋
で
あ
る
︒
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
︑

﹁
眞
如
﹂
を
﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
と
に
區
分
す
る
解
釋
法
の
怨
た
な
展
開
が
こ
こ
に
見
て
取
れ
る
︒

さ
ら
に
法
藏
は
﹃
大
乘
�
信
論
﹄
に
卽
し
た
解
說
も
行
っ
て
い
る
︒
そ
の
端
>
な
例
は
以
下
の
二
箇
¦
で
あ
る
︒

眞
如
と
い
う
言
葉
は
︑
存
在
の
本
性

(法
性
)

は
汚
染
さ
れ
て
い
る
時
も
淸
淨
な
時
も
何
ら
變
�
し
な
い
こ
と

(無
變
衣
)

を
*
か
し
て
い

る
︒﹁
眞﹅

﹂
は﹅

本﹅

體﹅

に﹅

何﹅

ら﹅

僞﹅

妄﹅

が﹅

な﹅

い﹅

こ﹅

と﹅

︑﹁
如﹅

﹂
は﹅

本﹅

性﹅

に﹅

何﹅

ら﹅

變﹅

容﹅

が﹅

な﹅

い﹅

こ﹅

と﹅

で﹅

あ﹅

る﹅

︒

言
眞
如
者
︑
此
*
法
性
�
染
淨
時
無
變
衣
義
︒
眞﹅

者﹅

︑
體﹅

非﹅

僞﹅

妄﹅

︒
如﹅

者﹅

︑
性﹅

無﹅

改﹅

衣﹅

︒
(﹃
大
乘
�
信
論
義
記
﹄
卷
上
︒
大
正
四
四
・
二
四
七

下
)
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眞
如
に
は
二
つ
の
�
味
が
あ
る
︒
第
一
は
變﹅

�﹅

し﹅

な﹅

い﹅

の
�
で
あ
り
︑
第
二
は
m
識
對
象
に
隨﹅

順﹅

轉﹅

變﹅

す﹅

る﹅

の
�
で
あ
る
︒︹
眞
如
と
あ

い
對
立
す
る
︺
無
*
に
も
二
つ
の
�
味
が
あ
る
︒
第
一
は
本﹅

體﹅

が
存
在
せ
ず
︑
そ
の
ま
ま
空
で
あ
る
の
�
で
あ
り
︑
第
二
は
作﹅

用﹅

が
存
在

し
︑
諸
事
業
を
成
し
�
げ
る
の
�
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
眞

(眞
如
)

と
妄

(無
*
)

の
中
︑
そ
れ
ぞ
れ
第
一
の
�
味
に
基
づ
い
て
︑
上
営
の

眞﹅

如﹅

門﹅

(眞
如
の
敎
え
に
入
る
門
戶
)

が
完
成
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
第
二
の
�
味
に
基
づ
い
て
︑
い
ま
論
じ
て
い
る
生﹅

滅﹅

門﹅

(萬
物
が
生
滅
轉
變
す

る
と
い
う
敎
え
に
入
る
門
戶
)

が
完
成
す
る
︒

眞
如
/
二
義
︒
一
︑
不﹅

變﹅

義
︑
二
︑
隨﹅

緣﹅

義
︒
無
*
亦
二
義
︒
一
︑
無
體﹅

卽
空
義
︑
二
︑
/
用﹅

成
事
義
︒
此
眞
妄
中
︑
各
由
初
義
故
︑
成

上
眞﹅

如﹅

門﹅

也
︒
各
由
後
義
故
︑
成
此
生﹅

滅﹅

門﹅

也
︒
(﹃
同
﹄
卷
中
本
︒
大
正
四
四
・
二
五
五
下
)

二
つ
の
引
用
�
の
う
ち
で
�
初
の
引
用
中
に
見
ら
れ
る
﹁
眞﹅

者
︑
體﹅

非﹅

僞﹅

妄﹅

︒
如﹅

者
︑
性﹅

無﹅

改﹅

衣﹅

﹂
に
}
目
し
て
ほ
し
い
︒
こ
れ
は
﹃
成
唯
識

論
﹄
の
﹁
眞﹅

謂
眞
實
︑
顯
非﹅

虛﹅

妄﹅

︒
如﹅

謂
如
常
︑
表
無﹅

變﹅

易﹅

﹂
を
蹈
ま
え
︑
さ
ら
に
﹁
體
﹂
と
﹁
性
﹂
を
對
比
さ
せ
た
表
記
で
あ
る
︒
さ
ら
に

後
の
引
用
中
に
は
﹁
體
﹂
と
﹁
用
﹂
の
對
比
が
盛
り
0
ま
れ
て
い
る
︒
中
國
思
想
に
お
け
る
﹁
性
﹂
の
重
�
度
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
︑

さ
ら
に
﹁
體
﹂﹁
用
﹂
の
用
語
が
南
齊
梁
初
頃
に
中
國
佛
敎
の
如
來
藏
思
想
の
�
�
で
形
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
も
加
味
す
る
時
︑

我
々
は
單
に
﹃
成
唯
識
論
﹄
が
漢
譯
�
獻
が
中
國
ø
纂
か
に
止
ま
ら
ず
︑﹁
體
﹂﹁
用
﹂﹁
性
﹂
に
ま
で
 
ぶ
廣
範
に
し
て
奧
深
い
中
國
精
神
�

�
を
眞
如
解
釋
の
背
後
に
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
︒

e

澄
觀

(
七
三
八
～
八
三
九
)

法
藏
の
華
嚴
學
を
繼
い
だ
澄
觀
は
眞
如
を
ど
の
よ
う
に
解
釋
し
た
で
あ
ろ
う
か
︒
澄
觀
﹃
大
方
廣
佛
華
嚴
經
駅
﹄
卷
三
〇
は
︑
法
藏
說
を
さ

ら
に
一
步
す
す
め
て
當
該
5
語
を
﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
と
に
區
分
す
る
際
に
中
國
佛
敎
內
部
の
宗
9
／
學
9
>
な
相
Ï
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
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｢眞﹅

﹂
は﹅

眞﹅

實﹅

の﹅

�﹅

で﹅

あ﹅

り﹅

︑
虛﹅

妄﹅

で﹅

な﹅

い﹅

こ﹅

と﹅

を﹅

示﹅

す﹅

︒﹁
如﹅

﹂
は﹅

如﹅

常﹅

(い﹅

つ﹅

も﹅

の﹅

ま﹅

ま﹅

)

の﹅

�﹅

で﹅

あ﹅

り﹅

︑
變﹅

�﹅

の﹅

な﹅

い﹅

樣﹅

を﹅

表﹅

す﹅

︒
こ

れ
は
法
相
宗
の
說
で
あ
る
︒

法
性
宗
の
說
で
は
︑﹁
眞﹅

﹂
は﹅

變﹅

�﹅

し﹅

な﹅

い﹅

こ﹅

と﹅

で﹅

あ﹅

り﹅

︑﹁
如﹅

﹂
は﹅

m﹅

識﹅

對﹅

象﹅

に﹅

順﹅

應﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

で﹅

あ﹅

る﹅

︒
不﹅

變﹅

で﹅

あ﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

に
よ
り
︑

/
爲
法

(作
ら
れ
た
存
在
物
)

と
同
じ
で
な
い
︒
m﹅

識﹅

對﹅

象﹅

に﹅

順﹅

應﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

に
よ
り
︑
/
爲
の
存
在
と
衣
な
る
こ
と
が
な
い
︒
か
く
し
て

﹃
大
乘
�
信
論
﹄
は
﹁
う
ち
ý
て
る
こ
と
が
な
い
の
を
﹁
眞
﹂
と
言
い
︑
何
も
定
立
し
な
い
の
を
﹁
如
﹂
と
い
う
﹂
と
說
く
の
で
あ
る
︒

こ
れ
は
否
定
形
に
よ
る
閒
接
>
肯
定

(﹁
x
詮
﹂
)

と
い
う
視
點
か
ら
眞
實
の
理
を
端
>
に
表
し
て
い
る
︒

眞﹅

謂﹅

眞﹅

實﹅

︑
顯﹅

非﹅

虛﹅

妄﹅

︒
如﹅

謂﹅

如﹅

常﹅

︑
表﹅

無﹅

變﹅

易﹅

︒
此
法
相
宗
︒

若
法
性
宗
︑
云
不﹅

變﹅

爲﹅

眞﹅

︑
順﹅

緣﹅

曰﹅

如﹅

︑
由
不﹅

變﹅

故
︑
與
/
爲
法
/
非
一
義
︒
由
順﹅

緣﹅

故
︑
與
/
爲
法
/
非
衣
義
︒
而
﹃
�
信
﹄
云
︑

﹁
無
þ
曰
眞
︑
無
立
曰
如
﹂︒
唯
就
x
詮
︑
頓
頴
眞
理
︒
(大
正
三
五
・
七
二
五
中
)

�
點
は
﹁
法
相
宗
﹂﹁
法
性
宗
﹂
へ
の
言
 
で
あ
ろ
う
︒
澄
觀
は
﹁
眞
謂
眞
實
︑
顯
非
虛
妄
︒
如
謂
如
常
︑
表
無
變
易
﹂
と
い
う
上
営
﹃
成
唯

識
論
﹄
の
一
�
を
®
語
>
に
用
い
︑
そ
れ
を
﹁
法
相
宗
﹂
の
說
と
す
る
︒﹃
成
唯
識
論
﹄
の
作
者
は
イ
ン
ド
瑜
伽
行
唯
識
9
の
護
法
だ
か
ら
︑

法
相
宗
が
イ
ン
ド
唯
識
學
を
]
け
る
中
國
の
一
9
を
指
す
の
は
理
解
で
き
る
︒
端
>
に
は
玄
奘
一
9
と
言
っ
て
よ
い
︒
窺
基
と
圓
測
は
こ
の
一

�
を
引
用
す
る
か
ら
︑
法
相
宗
が
窺
基
を
中
心
と
す
る
一
9
を
含
む
の
は
確
か
で
あ
る
︒

第
二
の
法
性
宗
は
﹁
不
變
爲
眞
︑
順
緣
曰
如
︑
由
不
變
故
︑
與
/
爲
法
/
非
一
義
︒
由
順
緣
故
︑
與
/
爲
法
/
非
衣
義
﹂
と
(
張
す
る
︒
こ

れ
は
法
藏
﹃
華
嚴
經
探
玄
記
﹄
卷
八
の
﹁
印
不
變
曰
眞
︑
順
緣
稱
如
︒
由
�
義
故
︑
與
/
爲
法
非
一
︒
由
後
義
故
︑
與
/
爲
法
非
衣
﹂
を
一
部

言
い
奄
え
た
だ
け
で
同
趣
旨
で
あ
る
︒
問
題
は
法
性
宗
と
い
う
語
で
誰
の
學
說
を
�
圖
し
て
い
る
か
で
あ
る
が
︑
こ
の
點
に
つ
い
て
は
︑
澄
觀

が
自
ら
屬
す
る
華
嚴
學
の
立
場
が
法
性
宗
で
あ
る
と
い
う
說

(吉
津
一
九
九
一
・
四
七
二
)

に
假
に
從
う
︒

眞如の諸解釋
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澄
觀
の
著
作
に
は
︑
眞
如
と
そ
の
同
義
語
を
め
ぐ
る
興
味
深
い
語
彙
と
敎
說
が
ほ
か
に
も
あ
る
︒
澄
觀
﹃
大
方
廣
佛
華
嚴
經
隨
駅
演
義
鈔
﹄

卷
十
六
は
︑﹁
如
﹂
を
取
り
上
げ
︑
7
の
よ
う
に
論
ず
る
︒

佛
と
は
如
で
あ
り
︑
心﹅

も﹅

境﹅

界﹅

も﹅

B﹅

て﹅

如﹅

で﹅

あ﹅

る﹅

︒
心﹅

の﹅

如﹅

(心
の
そ
の
ま
ま
の
^
)

が
佛
に
ほ
か
な
ら
ず
︑
對﹅

象﹅

の﹅

如﹅

(對
象
の
そ
の
ま
ま

の
^
)

は
非
で
あ
り
え
な
い
︒
さ
ら
に
心
は
心
性

(心
の
本
性
)

を
/
し
︑
心
が
佛
と
な
る
︒
そ
し
て
︹
境
界
と
は
心
の
捉
え
る
對
象
で
あ

る
點
で
︺
境
界
に
︹
も
︺
心
性
が
あ
る
の
だ
か
ら
︑︹
心
が
佛
と
な
る
限
り
︺
ど
う
し
て
︹
境
界
が
︺
佛
と
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
︒
心
に

よ
っ
て
境
界
を
瓜
べ
れ
ば
︑
心
の
中
に
佛
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
境
界
と
し
て
の
佛
︹
を
見
る
こ
と
︺
だ
︒
境
界
に
よ
っ
て
心
を
瓜
べ
れ

ば
︑
境
界
の
中
に
佛
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
︑
た
だ
︹
我
が
︺
心
に
ほ
か
な
ら
な
い
如
來
︹
を
見
る
こ
と
︺
だ
︒

以
如
爲
佛
︑
心﹅

︑
境﹅

皆﹅

如﹅

︑
心﹅

如﹅

卽
佛
︑
境﹅

如﹅

焉
非
︒
印
心
/
心
性
︑
心
能
作
佛
︒
境
/
心
性
︑
安
不
作
佛
︒
以
心
收
境
︑
則
心
中
見
佛

是
境
界
之
佛
︒
以
境
收
心
︑
則
境
中
見
佛
是
唯
心
如
來
︒
(大
正
三
六
・
一
二
三
下
)

こ
こ
で
澄
觀
は
︑﹁
心
如
﹂﹁
境
如
﹂
の
二
如
を
二
元
>
に
ã
置
す
る
の
で
な
く
︑﹁
境
﹂
す
な
わ
ち
對
象
と
は
心
が
m
識
し
た
對
象
に
ほ
か
な

ら
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
心
の
側
か
ら
す
べ
て
を
說
*
す
る
︑
い
わ
ば
唯
心
論
>
な
說
*
を
す
る
︒
そ
れ
と
と
も
に
︑
そ
の
裏
×
し
の
論

理
と
し
て
唯
物
論
>
說
*
を
も
示
す
︒
こ
の
傾
向
は
玄
奘
の
傳
え
た
唯
識
お
よ
び
中
國
法
相
の
說
を
�
提
と
す
る
︒

｢心
如
﹂﹁
境
如
﹂
は
中
國
に
お
け
る
y
語
と
推
測
す
る
︒﹁
～
の
眞
相
﹂
の
�
で
﹁
色
如
﹂﹁
識
如
﹂﹁
法
如
﹂﹁
羅
漢
如
﹂
﹁
如
來
如
﹂
と

い
っ
た
譯
語
が
漢
譯
經
典
中
に
檢
證
で
き
る
以
上
︑
類
似
の
y
語
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
�
獻
で
も
不
可
能
で
な
い
だ
ろ
う
が
︑
心
と
對
象
に

二
分
し
て
﹁
心
如
﹂
と
﹁
境
如
﹂
を
對
立
>
に
用
い
る
の
は
中
國
佛
敎
に
お
け
る
創
案
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
筆
者
の
限
ら
れ
た
知
識
で

確
m
で
き
た
�
も
早
い
確
か
な
用
例
は
︑
法
藏
﹃
華
嚴
經
探
玄
記
﹄
卷
六
の
﹁
如
如
性
者
︑
雙
印
二
空
︒
謂
心
如
︑
境
如
︑
同
一
眞
性
﹂
(大
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正
三
五
・
二
二
四
上
)

で
あ
る
︒
し
か
し
さ
ら
に
早
い
用
例
や
譯
語
の
例
が
な
い
と
は
斷
定
で
き
な
い
︒
後
考
を
俟
つ
︒
法
藏
の
後
に
は
澄
觀
の

用
例
が
あ
る

(
�
頁
)
︒
ま
た
南
宋
の
曇
應
は
﹃
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
采
�
﹄
卷
下
に
お
い
て
︑﹃
金
剛
般
若
經
﹄
の
﹁
如
如
不
動
﹂
を
}
釋
す

る
際
に
﹁
心
如
﹂
と
﹁
境
如
﹂
と
を
用
い
て
︑﹁︹
如
如
の
︺
上
の
﹁
如
﹂
字
は
心
を
示
し
︑
下
の
﹁
如
﹂
字
は
境
を
示
し
︑
心
如
が
境

(對

象
)

の
ま
ま
で
あ
り
︑
境
如
が
心
の
ま
ま
で
あ
っ
て
心
境
が
一
如
で
あ
る
こ
と

(上
一
如
字
是
心
︒
下
一
如
字
是
境
︒
心
如
如
境
︑
境
如
如
心
︑
心
境
一

如
︒
續
藏
一
︑
九
二
︑
一
・
一
一
三
表
上
)
︑
こ
れ
が
﹁
如
如
﹂
の
�
味
と
說
く
︒

f

宗
密

(
七
八
〇
～
八
四
一
)

7
に
澄
觀
の
華
嚴
學
に
影
¨
を
]
け
つ
つ
幅
廣
く
獨
特
の
展
開
を
見
せ
た
宗
密
の
說
を
見
て
お
く
︒
先
に
觸
れ
た
A
り
︑
宗
密
も
﹃
成
唯
識

論
﹄
の
說
を
用
い
る
︒
宗
密
は
﹃
大
方
廣
圓
覺
修
多
羅
了
義
經
略
駅
�
﹄
卷
上
之
一
に
お
い
て
﹁
眞
如
﹂
を
7
の
よ
う
に
解
說
す
る
︒

眞
如
に
つ
い
て

究
極
圓
滿
の
覺
り
に
は
︑
本
來
︑
僞
妄
性
や
變
容
は
な
い
︒

〔第
一
解
釋
：
〕＊
⁝

そ
れ
が
そ
の
ま
ま
眞
如
で
あ
る
︒﹁
眞
﹂
と
は
眞
實
の
�
で
あ
り
︑
虛
妄
で
な
い
こ
と
を
*
ら
か
に
す
る
︒﹁
如
﹂

は
い
つ
も
の
ま
ま
の
�
で
あ
り
︑
變
�
な
き
こ
と
を
表
す
︒
こ
の
眞
實
は
B
て
の
位
相

(
狀
態
)

に
お
い
て
い
つ
も
そ
の
本
性
の
ま
ま
で

あ
る
⁝
＊

か
ら
︒

〔第
二
解
釋
：
︺
さ
ら
に
ま
た
︑
＊
＊
⁝

｢眞
﹂
は
本
體
に
何
ら
僞
と
妄

(う
そ
詐
り
と
虛
妄
性
)

が
な
い
こ
と
で
あ
り
︑﹁
如
﹂
は
本
性
に

何
ら
改
と
衣

(變
移
と
別
衣
性
)

が
な
い
こ
と
で
あ
る
⁝
＊
＊

︒

｢僞
妄
﹂
の
﹁
僞
﹂
と
は
︑
う
そ
詐
る
こ
と
で
あ
る
︒
ち
ょ
う
ど
眞
鍮
を
金
と
︹
う
そ
詐
る
よ
う
に
︺︒

｢僞
妄
﹂
の
﹁
妄
﹂
と
は
︑
虛
妄
な
こ
と
で
あ
る
︒
ち
ょ
う
ど
鏡
宴
が
人
の
身
體
を
︹
そ
の
ま
ま
映
し
出
す
よ
う
に
︺︒
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｢改
衣
﹂
の
﹁
衣
﹂
と
は
︑
共
時
性

(
橫
)

と
い
う
點
か
ら
多
數
の
存
在
を
論
ず
れ
ば
︑
萬
物
は
同
時
に
存
在
し
て
そ
れ
ぞ
れ
衣
な
る
︒

｢改
衣
﹂
の
﹁
改
﹂
と
は
︑
經
時
性

(縱
)

と
い
う
點
か
ら
一
な
る
存
在
を
論
ず
れ
ば
︑
そ
の
本
體
に
は
時
閒
の
Ï
い
が
あ
っ
て
變
移

す
る
︒
今
こ
れ
ら
︹
の
僞
・
妄
・
改
・
衣
︺
を
離
れ
て
い
る
か
ら
﹁
眞
如
﹂
と
言
う
︒
＊
＊
＊
⁝

そ
の
實
な
る
本
體
は
未
來
に
も
ï
去
と
同

樣
に
恒
常
で
あ
り
︑
物
質
の
中
に
お
い
て
も
︹
苦
樂
等
の
︺
感
]
に
お
い
て
と
同
樣
に
恒
常
で
あ
る
⁝
＊
＊
＊

︒
眞
實
に
し
て
そ
の
ま
ま
の

^
で
あ
り
︑
虛
妄
や
似
非
な
る
も
の
で
は
な
い
︒
＊
＊
＊
＊

眞
如

圓
覺
自
性
本
無
僞
妄
變
衣
︑
＊
⁝

卽
是
眞
如
︒
眞
謂
眞
實
︑
顯
非
虛
妄
︒
如
謂
如
常
︑
表
無
變
易
︒
謂
此
眞
實
於
一
切
位
常
如

其
性
⁝
＊

故
︒
印
＊
＊
⁝

眞
者
︑
體
非
僞
妄
︒
如
者
︑
性
無
改
衣
⁝
＊
＊

︒
僞
是
詐
僞
︑
鋀

(鍮
)

如
眞
金
︒
妄
是
虛
妄
︑
影
如
本
質
︒
衣
︑

就
橫
說
︑
多
物
同
時
而
各
殊
︒
改
︑
�
竪
論
︑
一
體
先
後
而
變
易
︒
今
皆
離
此
︑
故
曰
眞
如
︒
＊
＊
＊
⁝

謂
此
實
體
︑
於
未
來
常
如
ï
去
︑

於
色
中
常
如
]
中
⁝
＊
＊
＊

︒
眞
實
相
如
︑
非
爲
妄
似
︒
＊
＊
＊
＊

(大
正
三
九
・
五
三
二
中
)

＊
⁝
⁝
＊

『
成
唯
識
論
﹄
卷
九

(大
正
三
一
・
四
八
上
)

の
�
默
>
引
用

＊
＊
⁝
⁝
＊
＊

法
藏
﹃
大
乘
�
信
論
義
記
﹄
卷
上

(大
正
四
四
・
二
四
七
下
)

の
�
默
>
引
用

＊
＊
＊
⁝
⁝
＊
＊
＊

宗
密
﹃
圓
覺
經
大
駅
﹄
卷
上
之
三

(續
藏
一
︑
一
四
︑
二
・
一
三
〇
裏
下
)

に
﹁
眞
謂
眞
實
︑
顯
非
虛
妄
﹂
か
ら
﹁
眞
實

相
如
︑
非
爲
妄
似
﹂
ま
で
の
同
內
容
衣
�
が
あ
る
︒
そ
こ
に
は
﹁
謂
此
實
體
︑
於
未
來
際
常
如
ï
去
〈釋
竪
〉
︑
於
色
中
常
如
]

中
〈
釋
橫
〉
﹂
と
あ
る
か
ら
︑
こ
の
夾
}
か
ら
︑
先
は
﹁
釋
縱
﹂
の
例
︑
後
は
﹁
釋
橫
﹂
の
例
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒

＊
＊
＊
＊

こ
れ
以
後
﹃
大
乘
�
信
論
﹄
(大
正
三
二
・
七
五
六
上
)

と
﹃
同
﹄
(五
七
九
中
)

の
省
略
>
引
用
が
續
く
が
割
愛
す
る
︒

}
記
し
た
A
り
︑
こ
の
一
�
は
﹃
成
唯
識
論
﹄
と
法
藏
﹃
大
乘
�
信
論
義
記
﹄
を
�
默
に
引
用

(書
名
を
*
記
せ
ず
に
地
の
�
に
活
用
)

し
て
い
る

點
で
﹃
成
唯
識
論
﹄
と
﹃
大
乘
�
信
論
﹄
の
兩
方
を
蹈
ま
え
る
內
容
で
あ
る
︒
そ
の
上
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
︑
法
藏
の
用
い
た
﹁
僞
妄
﹂
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を
﹁
僞
﹂
と
﹁
妄
﹂
と
に
區
分
し
て
解
說
し
︑﹁
改
衣
﹂
を
﹁
改
﹂
と
﹁
衣
﹂
と
に
區
分
し
て
解
說
す
る
︒
言
う
な
れ
ば
︑﹁
眞
如
﹂
を
﹁
眞
﹂

と
﹁
如
﹂
と
に
區
分
す
る
の
と
同
じ
方
法
を
法
藏
の
�
言
に
も
當
て
は
め
て
い
る
︒

｢眞
如
﹂
を
﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
と
に
區
分
す
る
經
典
上
の
根
據
と
中
國
に
お
け
る
解
釋
6
の
大
綱
を
整
理
し
て
お
こ
う
︒

｢眞
﹂
と
﹁
如
﹂
と
に
分
解
す
る
こ
と
の
根
據
を
示
す
漢
譯
經
典

(ス
ー
ト
ラ
)

は
存
在
せ
ず
︑
中
國
佛
敎
徒
は
﹃
大
乘
�
信
論
﹄
と
﹃
成
唯

識
論
﹄
の
二
論
書
に
格
別
の
}
�
を
拂
っ
た
︒
兩
論
と
も
純
粹
な
漢
譯
と
い
う
よ
り
︑
中
國
で
ø
纂
し
た
�
獻
の
可
能
性
が
あ
る
︒

玄
奘
後
の
}
釋
家
た
ち
は
こ
れ
ら
二
論
書
の
解
說
法
に
基
づ
き
︑
語
義
解
釋
を
さ
ら
に
展
開
し
た
︒
こ
れ
に
は
い
わ
ゆ
る
華
嚴
學
の
三
人
が

關
わ
る
︒
ま
ず
法
藏
は
﹃
成
唯
識
論
﹄
に
基
づ
い
て
﹁
如
﹂
を
說
*
す
る
第
一
解
釋
と
︑
法
藏
獨
自
の
第
二
解
釋
﹁
不
變
ヲ
バ
眞
ト
曰
イ
︑
順

緣
ヲ
バ
如
ト
稱
ス
﹂
を
提
示
し
た
︒

澄
觀
も
ま
た
二
A
り
の
解
釋
を
し
た
︒
第
一
解
釋
は
﹃
成
唯
識
論
﹄
に
そ
の
ま
ま
基
づ
く
も
の
で
あ
り
︑
澄
觀
は
そ
れ
を
﹁
法
相
宗
﹂
の
說

と
*
記
し
た
︒
他
方
︑
第
二
解
釋
は
法
藏
第
二
解
釋
の
�
案
で
あ
り
︑
澄
觀
は
そ
れ
を
﹁
法
性
宗
﹂
の
說
と
*
記
し
た
︒
こ
う
し
て
澄
觀
は
法

相
と
法
性
の
對
比
を
�
き
彫
り
に
し
た
︒

宗
密
も
ま
た
二
A
り
の
解
釋
を
示
し
た
︒
第
一
解
釋
は
﹃
成
唯
識
論
﹄
の
表
記
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
說
で
あ
り
︑
第
二
解
釋
に
は
法
藏
﹃
大

乘
�
信
論
義
記
﹄
の
言
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
︒
宗
密
は
そ
の
法
藏
の
}
釋
に
用
い
る
﹁
僞
妄
﹂
を
﹁
僞
﹂
と
﹁
妄
﹂
と
に
區
別
し
て
解
說
し
︑

同
じ
く
法
藏
の
用
い
る
﹁
改
衣
﹂
を
﹁
改
﹂
と
﹁
衣
﹂
と
に
區
別
し
て
解
說
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
同
義
の
二
字
熟
語
を
分
解
し
て
再
瓜
合
す

る
傾
向
を
さ
ら
に
推
し
�
め
た
︒

こ
れ
ら
三
者
が
三
世
代
に
わ
た
り
﹃
成
唯
識
論
﹄
に
基
づ
い
て
中
國
特
/
の
語
義
解
釋
を
示
し
た
こ
と
は
刮
目
す
べ
き
思
想
>
展
開
で
あ
る
︒
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四

二
字
熟
語
を
分
解
し
再
瓜
合
す
る

︱
︱
｢眞
如
﹂
以
外
の
例

�
�
で
は
﹁
眞
如
﹂
の
語
義
解
釋
を
�
獻
に
卽
し
て
紹
介
す
る
こ
と
で
︑
中
國
佛
敎
6
に
お
い
て
超
宗
9
>
な
い
し
超
學
9
>
な
廣
が
り
で

﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
と
に
分
解
し
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
說
*
し
た
後
に
再
瓜
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
眞
如
﹂
と
い
う
5
語
に
擴
が
り
と
幅
を
も
た

せ
︑
存
在
の
森
羅
萬
象
に
Ý
用
可
能
な
原
理
原
則
と
し
て
說
*
し
よ
う
と
し
た
}
釋
家
た
ち
の
努
力
を
跡
づ
け
た
︒

し
か
し
こ
れ
と
同
じ
方
法
論
に
よ
る
語
義
解
說
は
﹁
眞
如
﹂
に
限
ら
ず
︑
他
の
場
合
に
も
少
な
か
ら
ず
見
]
け
ら
れ
る
︒
そ
し
て
同
義
の
二

字
熟
語
を
一
字
ご
と
に
區
分
し
た
上
で
再
瓜
合
す
る
と
い
う
手
法
が
Ý
用
さ
れ
る
の
は
︑
し
ば
し
ば
佛
敎
敎
理
學
に
お
け
る
根
幹
の
語
で
あ
る
︒

本
�
で
は
そ
の
こ
と
を
営
べ
て
み
た
い
︒
﹁
眞
如
﹂
を
對
象
と
す
る
檢
討
で
な
い
た
め
︑
一
見
迂
Ü
で
不
�
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑

さ
に
あ
ら
ず
︑
�
に
﹁
眞
如
﹂
の
語
義
解
釋
を
佛
敎
敎
理
學
の
な
か
に
Ý
切
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
必
須
の
考
察
で
あ
る
︒

a

｢
如
是
﹂

か
つ
て
筆
者
は
六
?
[
の
﹁
如
是
﹂
の
解
釋
に
は
特
;
が
あ
る
こ
と
に
}
�
喚
�
し
た
こ
と
が
あ
る

(
�
山
二
〇
〇
七
︑
二
〇
一
二
)
︒
本
項
で

は
旣
営
の
內
容
を
基
に
し
て
︑﹁
如
是
﹂
と
﹁
眞
如
﹂
の
關
わ
り
に
つ
い
て
略
記
し
た
い
︒

ま
ず
﹁
如
是
﹂
が
佛
典
で
譯
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
︑
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
原
語
は
副
詞

ev
a
m

(こ
の
よ
う
に

“
th
u
s”
)

で
あ
る
頻

度
が
壓
倒
>
に
高
い
︒
こ
の
語
が
﹁
如
是
我
聞
﹂
(こ
の
よ
う
に
私
は
聽
い
た
)

と
い
う
定
型
句
と
し
て
諸
經
の
冒
頭
に
置
か
れ
る
こ
と
は
周
知
の

A
り
で
あ
る
︒
こ
の
定
型
句
は
ほ
ぼ
B
て
の
ス
ー
ト
ラ
に
\
わ
れ
る
か
ら
︑
當
然
そ
の
}
釋
も
夥
し
い
數
に
上
る
︒

本
稿
の
(
題
﹁
眞
如
﹂
が
本
來
一
語
で
あ
る
の
に
中
國
で
は
﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
と
に
分
解
し
て
解
釋
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
︑
﹁
如
是
﹂
も
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﹁
如
﹂
と
﹁
是
﹂
と
に
分
解
し
て
一
字
ず
つ
}
釋
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
し
か
し
﹁
眞
如
﹂
が
同
義
>
二
字
か
ら
成
る
語
で
あ
る
の
に
對
し
︑

﹁
如
是
﹂
の
﹁
如
﹂
と
﹁
是
﹂
は
必
ず
し
も
同
義
語
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
相
Ï
は
あ
る
︒

｢如
是
﹂
を
分
解
し
て
}
釋
す
る
早
[
の
例
は
︑
鳩
�
羅
什
の
弟
子
の
僧
�
や
竺
£
生
の
頃
か
ら
始
ま
っ
た
如
く
で
あ
る(21

)

︒
し
か
し
僧
�
や

£
生
說
が
そ
の
後
連
綿
と
]
け
繼
が
れ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
事
實
は
む
し
ろ
�
で
あ
り
︑
種
々
の
論
師
に
よ
る
種
々
の
說
が
濫
立
し
た
よ
う
で

あ
る
︒
諸
說
に
一
致
す
る
傾
向
と
し
て
︑
各
論
師
は
み
な
﹁
如
﹂
と
﹁
是
﹂
の
二
字
に
分
解
す
る
︒
代
表
>
說
を
七
つ
擧
げ
る
︒

①

僧
�

(三
八
四
～
四
一
四
)

〔
僧
�
の
︺﹃
}
法
華
經
﹄
に
言
う
︑
﹁
如﹅

是﹅

︹
と
い
う
經
典
冒
頭
の
語
︺
は
感
應
の
始
ま
り
で
あ
る
︒
如﹅

は
機
會
に
從
っ
て
順
應
す
る
こ

と
か
ら
こ
う
名
づ
け
ら
れ
︒
是﹅

は
そ
う
で
な
い
こ
と
が
な
い
こ
と
か
ら
こ
う
呼
ば
れ
る
︒
衆
生
は
︹
經
の
敎
え
が
︺
そ
う
で
な
い
こ
と
が

な
い

(=

如
來
の
敎
え
の
A
り
で
あ
る
)

か
ら
感﹅

(如
來
へ
の
働
き
か
け
)

を
行
い
︑
如
來
は
機
會
に
從
っ
て
順
應
す
る
か
ら
應﹅

(衆
生
へ
の
對

應
)

を
行
う
︒︹
ア
ー
ナ
ン
ダ
等
の
︺
經
典
傳
4
者
は
優
れ
た
敎
え
は
感
應
よ
り
發
す
る
の
で
︑
そ
れ
故
に
如﹅

是﹅

と
言
う
﹂

『
}
法
華
﹄
云
︑﹁
如﹅

是﹅

︑
感
應
之
端
也
︒
如﹅

︑
以
順
機
]
名
︒
是﹅

︑
以
無
非
立
稱
︒
衆
生
以
無
非
爲
感﹅

︑
如
來
以
順
機
爲
應﹅

︒
傳
經
人
以

名
敎
出
於
感
應
︑
故
云
如﹅

是﹅

﹂
︒
(吉
藏
﹃
法
華
義
駅
﹄
卷
一
︒
大
正
三
四
・
四
五
四
上
)

[參
考
﹈﹃
法
花
}
﹄
云
︑
﹁
如﹅

是﹅

︑
感
應
之
瑞
︒
如﹅

︑
以
順
機
]
名
︒
是﹅

︑
以
無
非
立
稱
︒
衆
生
以
無
非
爲
感﹅

︑
如
來
以
順
機
爲
應﹅

︒

傳
經
者
以
名
敎
出
於
感
應
︑
故
云
如﹅

是﹅

﹂︒
此﹅

應﹅

�﹅

公﹅

解﹅

也﹅

︒
(窺
基
﹃
大
般
若
波
羅
蜜
多
經
般
若
理
趣
分
営
讚
﹄
卷
一
︒
(大
正
三
三
・
二
七

中
～
下
)
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②

劉
宋
の
竺
£
生

(三
五
五
～
四
三
四
)

如﹅

は
︑
理
に
Ý
っ
た
言
葉
で
あ
り
︑
言
葉
と
理
と
が
隨
順
符
合
す
る
こ
と
を
如﹅

と
言
う
︒
是﹅

は
︑
そ
う
で
な
い
こ
と
が
な
い
こ
と

(確
か

に
そ
う
で
あ
る
こ
と
)＊

を
�
味
す
る
語
で
あ
る
︒

如﹅

者
當
理
之
言
︑
言
理
相
順
︑
謂
之
如﹅

也
︒
是﹅

者
無
非
＊

之
稱
︒
(﹃
妙
法
蓮
華
經
駅
﹄
卷
上
︒
續
藏
一
︑
二
︑
乙
二
三
︑
四
・
三
九
七
表
下
)

＊

｢是
﹂
を
無
非
と
解
說
す
る
の
は
①
僧
�
說
と
同
じ
︒

③

南
齊
の
僧
宗

(四
三
八
～
九
六
)

案
ず
る
に
僧
宗
は
言
う
︑﹁
如﹅

は
Ï
い
が
な
い
こ
と
を
�
味
す
る
語
で
あ
る
︒︹
本
經
で
︺
ア
ー
ナ
ン
ダ
が
傳
え
る
︹
言
葉
︺
は
佛
の
敎
說

と
衣
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
是﹅

は
そ
れ
が
佛
の
敎
說
に
他
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
二
つ
の
も
の
が
似
て
い
る
こ
と
も
如﹅

(～
の
よ
う
だ
)

と
い
う
か
ら
︑︹
如
是
我
聞
の
︺
﹁
是﹅

﹂
字
は
似
て
い
る
︹
と
い
う
�
味
の
﹁
是
﹂
か
ら
︺
區
別
す
る
の
で
あ
る
﹂
と
︒

案
︑
僧
宗
曰
︑﹁
如﹅

者
︑
不
衣
之
辭
︒
*
阿
難
¦
傳
與
佛
說
不
衣
也
︒
是﹅

者
︑
*
卽
是
佛
說
也
︒
/
兩
物
相
似
亦
曰
如﹅

︒
故
以
是﹅

字
鯵
相

似
也
﹂︒
(﹃
大
般
𣵀
槃
經
集
解
﹄︒
大
正
三
七
・
三
八
三
下
)

④

南
齊
の
劉
虬

さ
ら
に
ま
た
︹
劉
虬
の
︺﹃
}
無
量
義
經
﹄
に
言
う
︑﹁
至
人

(=
»
人=

佛
)

の
說
法
は
專
ら
あ
る
が
ま
ま
の
眞
實

(如﹅

)

を
*
示
し
︑
あ

る
が
ま
ま
の
眞
實
の
み
が
正
し
い

(是﹅

)

か
ら
︑
そ
れ
故
に
如﹅

是﹅

と
い
う
﹂
と
︒

印
﹃
}
無
量
義
經
﹄
云
︑﹁
至
人
說
法
︑
但
爲
顯
如﹅

︑
唯
如﹅

爲
是﹅

︑
故
云
如﹅

是﹅

也
﹂︒
(吉
藏
﹃
法
華
義
駅
﹄
卷
一
︒
大
正
三
四
・
五
四
五
上
～
中
)

參
考
﹃
大
@
內
典
錄
﹄
卷
四
﹁
﹃
}
法
華
經
﹄
十
卷
︒﹃
}
無
量
義
經
﹄︒
右
二
部
經
︑
一
十
一
卷
︑
南
郡
武
當
山
隱
士
劉
虬
¡
幷
製
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序
︒
劉
虬
︑
卽
梁
祖
布
衣
之
友
也
︒
其
子
之
遴
︑
梁
任
爲
太
常
﹂
(大
正
五
五
・
二
六
三
下
)
︒

⑤

梁
の
武
¡

(位
五
〇
二
～
四
九
)

如
是
と
は
︑
こ
の
︹
以
下
に
営
べ
る
︺
言
葉
の
ま﹅

ま﹅

が
佛
の
敎
え
で﹅

あ﹅

る﹅

か
ら
︑
そ
れ
故
に
如﹅

是﹅

と
い
う
︒

如
是
者
︑
如﹅

斯
之
言
︑
是﹅

佛
¦
說
︑
故
云
如﹅

是﹅

也
︒
(吉
藏
﹃
法
華
義
駅
﹄
卷
一
︒
大
正
三
四
・
四
五
四
中
)

⑥

梁
の
法
雲

(四
六
七
～
五
二
九
)

の
紹
介
す
る
他
說

こ
う
解
釋
す
る
人
が
い
る
︑
﹁
�
違
︹
の
正
し
さ
︺
を
如﹅

と
呼
び
︑
理
法
︹
の
正
し
さ
︺
を
是﹅

と
呼
ぶ
﹂
︒

ま
た
こ
う
言
う
人
が
い
る
︑
﹁
如﹅

は
衣
な
ら
な
い
こ
と
を
*
示
し
︑
是﹅

は
そ
う
で
な
い
こ
と
が
な
い
こ
と
を
言
い
表
す
﹂︒

/
人
解
言
︑﹁
�
則
稱
如﹅

︑
理
則
稱
是﹅

﹂︒

印
/
人
言
︑﹁
如﹅

*
無
衣
︑
是﹅

辨
無
非
也
﹂︒
(﹃
法
華
義
記
﹄︒
大
正
三
三
・
五
七
六
下
)

第
二
說
で
﹁
如
﹂
を
無
衣
と
解
說
す
る
の
は

③
僧
宗
說
に
類
似
す
る
︒

第
二
說
で
﹁
是
﹂
を
無
非
と
解
說
す
る
の
は

①
僧
�
說
・
②
竺
£
生
說
と
同
じ
︒

⑦

梁
の
智
秀

(生
卒
年
未
詳
)

〔本
經
で
︺
ア
ー
ナ
ン
ダ
が
傳
え
る
︹
言
葉
︺
は
佛
の
敎
說
と
Ï
い
が
な
い
こ
と
を
如﹅

と
言
い
︑
言
葉
が
理
に
合
致
す
る
こ
と
を
是﹅

と
言

う
︒

阿
難
¦
傳
與
佛
說
不
衣
曰
如﹅

︑
言
當
於
理
曰
是﹅

也
︒
(﹃
大
般
𣵀
槃
經
集
解
﹄︒
大
正
三
七
・
三
八
三
下
)
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｢如
﹂
の
解
說
は
③
僧
宗
說
と
同
じ
︒﹁
是
﹂
の
解
說
は
②
竺
£
生
の
﹁
如
﹂
(！
)

の
解
說
と
同
じ
︒

梁
を
下
限
と
す
る
時
[
に
限
っ
て
紹
介
し
た
が
︑
そ
の
後
も
隋
の
智
顗
や
吉
藏
を
始
め
と
す
る
多
く
の
}
釋
家
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
﹁
如

是
﹂
を
﹁
如
﹂
と
﹁
是
﹂
と
に
區
分
し
て
解
說
し
た(22

)

︒
こ
の
よ
う
な
漢
語
を
母
國
語
と
す
る
人
々
の
解
說
に
對
し
て
︑
Ø
に
興
味
深
い
說
が
世

に
現
れ
た
︒
す
な
わ
ち
﹁
如
﹂
と
﹁
是
﹂
と
に
區
分
す
る
解
說
法
を
︑
中
國
に
到
來
し
た
二
人
の
イ
ン
ド
人
學
僧
が
示
し
た
と
い
う
こ
と
が
︑

信
賴
し
得
る
引
用
か
ら
確
定
で
き
る
︒
二
人
と
は
梁
陳
の
譯
經
僧
の
眞
諦
と
︑
隋
の
譯
經
僧
の
長
耳
三
藏
で
あ
る
︒
長
耳
は
渾
名
で
あ
る
︒
實

名
は
ナ
レ
ー
ン
ド
ラ
ヤ
シ
ャ
ス

N
a
re
n
d
ra
y
a
śa
s
(�
連
提
耶
舍
︑
�
連
提
黎
耶
舍
)

と
同
定
で
き
る

(
�
山
二
〇
一
二
・
六
〇
頁
︑
八
五
～
八
六
頁
}

一
一
三

(
23
)

)
︒
兩
者
と
も
母
國
語
は
イ
ン
ド
語
で
あ
り
︑
漢
語
ベ
ー
ス
の
思
考
法
と
は
本
來
無
緣
で
あ
っ
た
︒
兩
說
を
以
下
に
擧
げ
る
︒

⑧

眞
諦

(四
九
九
～
五
六
九
)

眞
諦
三
藏
は
言
う
︑﹁
眞
實
が
世
俗
と
別
で
な
い
こ
と
を
如﹅

と
名
づ
け
る
︒
世
俗
が
眞
實
に
隨
順
し
︹
齟
齬
し
な
い
こ
と
︺
を
是﹅

と
稱
す

る
︒
眞
實
と
世
俗
は
別
の
二
つ
で
は
な
い
か
ら
︑
そ
れ
故
に
如﹅

是﹅

と
稱
す
る
﹂︒

眞
諦
三
藏
云
︑﹁
眞
不
Ï
俗
︑
名
之
爲
如﹅

︒
俗
順
於
眞
︑
稱
之
爲
是﹅

︑
眞
俗
無
二
︑
故
稱
如﹅

是﹅

﹂︒
(o
苑
﹃
續
華
嚴
經
略
駅
刊
定
記
﹄
卷
二
︑
續

藏
一
︑
五
︑
一
・
二
九
裏
上
︒=

澄
觀
﹃
大
方
廣
佛
華
嚴
經
駅
﹄
卷
四
︒
大
正
三
五
・
五
二
九
上
)

⑨

隋
の
長
耳
三
藏

(=

ナ
レ
ー
ン
ド
ラ
ヤ
シ
ャ
ス
︑
四
九
〇
～
五
八
九
)

長
耳
三
藏

(耳
の
長
い
三
藏
法
師
)

の
解
說
は
︑︹
衣
な
る
三
つ
の
觀
點
に
基
づ
い
て
︺
三
つ
の
�
味
を
含
む
︒
第
一
は
︑
佛
を
觀
點
と
し

て
︑
三
世
の
諸
佛
の
敎
說
に
Ï
い
は
な
い
か
ら
︑
そ
れ
故
に
如﹅

と
名
づ
け
る
︒︹
諸
佛
の
︺
敎
說
は
同
一
だ
か
ら
︑
そ
れ
故
に
是﹅

と
稱
す
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る
︒
第
二
は
︑
法

(存
在
物
)

を
觀
點
と
し
て
︑
諸
の
存
在
物
の
眞
實
の
^
だ
か
ら
︑
そ
れ
故
に
如﹅

と
名
づ
け
︑
そ
の
眞
實
の
^
を
そ
の

ま
ま
あ
る
が
ま
ま
に
說
く
か
ら
︑
そ
れ
故
に
是﹅

と
稱
す
る
︒
第
三
は
︑
僧

(
敎
團
)

を
觀
點
と
し
て
︑
ア
ー
ナ
ン
ダ
が
傳
え
る
こ
と
は
佛

の
敎
說
と
Ï
い
が
な
い
か
ら
︑
そ
れ
故
に
如﹅

と
名
づ
け
︑
常
に
å
り
を
離
れ
て
い
る
こ
と
を
是﹅

と
稱
す
る
︒

長
耳
三
藏
釋
/
三
義
︒
一
者
就
佛
︑
三
世
諸
佛
¦
說
無
衣
︑
故
名
爲
如﹅

︑
以
同
說
故
︑
稱
之
爲
是
︒
二
者
�
法
︑
諸
法
實
相
︑
故
名
爲
如﹅

︑

如
如
而
說
︑
故
稱
爲
是﹅

︒
三
者
�
僧
︑
阿
難
¦
傳
不
衣
佛
說
︑
故
名
爲
如﹅

︑
永
離
ï
非
︑
稱
之
曰
是﹅

︒
(圓
測
﹃
解
深
密
經
駅
﹄
)

眞
諦
も
ナ
レ
ー
ン
ド
ラ
ヤ
シ
ャ
ス
も
イ
ン
ド
人
で
あ
り
︑
彼
ら
の
敎
理
學
は
イ
ン
ド
で
ó
得
し
た
も
の
で
あ
り
︑
漢
語
の
特
;
で
あ
る
漢
字

每
に
一
字
ず
つ
區
別
し
て
解
說
す
る
方
法

︱
︱
｢如
﹂
と
﹁
是
﹂
の
區
別
︱
︱

は
︑
イ
ン
ド
語
本
來
の

ev
a
m

“
th
u
s”
の
解
釋
法
と
B
く

衣
質
で
あ
る
︒
ev
a
m
を
二
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
は
言
語
>
に
B
く
不
可
能
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
右
揭
の
如
き
說
は
彼
ら
が
イ
ン
ド
か

ら
も
た
ら
し
た
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
︒
あ
り
て
い
に
言
え
ば
︑
中
國
で
漢
字
を
用
い
て
經
典
を
理
解
す
る
人
々
が
理
解
し
易
い
よ
う
に
�
慮

し
た
方
�
と
し
て
の
敎
え
に
Ï
い
あ
る
ま
い
︒
彼
ら
の
(
た
る
業
務
は
譯
經
だ
っ
た
が
︑
そ
れ
と
同
じ
ì
度
の
比
重
で
︑
譯
經
を
A
じ
た
敎
理

解
說
の
一
�
と
し
て
︑
漢
人
に
理
解
し
易
い
形
に
︑
本
來
の
解
釋
を
Ý
宜
リ
フ
ォ
ー
ム
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
無
理
な
く
想
宴
で
き
る
︒

な
お
以
上
の
﹁
如
是
﹂
の
諸
解
釋
と
本
稿
(
題
﹁
眞
如
﹂
の
繫
が
り
を
裏
付
け
る
の
は
兩
者
に
共
A
す
る
﹁
如
﹂
の
解
釋
で
あ
る
︒
③
僧

宗
・
⑥
法
雲
・
⑦
智
秀
・
⑨
長
耳
三
藏
の
各
�
に
﹁
如
﹂
を
﹁
不
衣
﹂
な
い
し
﹁
無
衣
﹂
と
說
*
す
る
の
は
︑﹁
眞
如
﹂
の
﹁
如
﹂
を
﹁
無

變
易
﹂
と
說
*
す
る
玄
奘
譯
﹃
成
唯
識
論
﹄
や
﹁
無
衣
﹂﹁
無
改
衣
﹂
と
す
る
法
藏
の
說
に
一
�
A
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
m
め
て
よ
か
ろ
う
︒

b

｢
歡
喜
﹂

｢歡
喜
地
﹂
と
い
う
佛
敎
語
が
あ
る
︒
大
乘
の
菩
�
が
修
め
る
べ
き
﹁
十
地
﹂
(修
行
の
十
段
階
)

の
う
ち
﹁
初
地
﹂
(第
一
段
階
)

の
別
名
で
あ
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る
︒
輪
迴
轉
生
を
經
た
長
い
修
行
の
果
て
に
こ
の
狀
態
に
突
入
し
た
菩
�
は
喜
び
に
溢
れ
る
の
で
︑
こ
う
呼
ば
れ
る
︒
﹁
歡
喜
﹂
の
原
語
は

﹁
喜
び
に
滿
ち
た

“
jo
y
o
u
s”﹂
を
�
味
す
る

p
ra
m
u
d
ita
と
い
う
單
一
語
だ
が
︑
漢
譯
の
際
に
類
義
語
を
重
ね
て
二
字
熟
語
と
し
た
の
が
﹁
歡

喜
﹂
で
あ
る
︒
そ
れ
故
︑
譯
語
と
し
て
み
た
と
き
﹁
歡
﹂
と
﹁
喜
﹂
に
相
Ï
は
な
く
︑
同
義
語
に
す
ぎ
な
い
︒
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
こ
と
に
こ

の
語
を
﹁
歡
﹂
と
﹁
喜
﹂
と
に
區
分
し
て
說
*
し
た
學
僧
が
い
た
︒
し
か
も
驚
く
べ
き
こ
と
に
彼
の
者
は
漢
人
で
な
く
︑
中
國
に
到
來
し
た
イ

ン
ド
人
の
眞
諦

(パ
ラ
マ
ー
ル
タ

P
a
ra
m
ā
rth
a
,
別
名
は
ク
ラ
ナ
ー
タ

K
u
la
n
ā
th
a
四
九
九
～
五
六
九
)

が
譯
し
た
と
傳
え
ら
れ
る
論
書
の
中
に
現
れ
た

の
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
眞
諦
譯
﹃
攝
大
乘
論
釋
﹄
(世
親
釋
)

が
そ
れ
で
あ
り
︑
卷
八
に
7
の
よ
う
に
い
う
︒

自
分
に
對
す
る
愛
着
を
ý
て
る
こ
と
を
歡﹅

と
い
い
︑
他
人
に
對
す
る
愛
�
を
生
じ
る
こ
と
を
喜﹅

と
い
う
︒

ý
自
愛
名
歡﹅

︑
生
他
愛
名
喜﹅

︒
(大
正
三
一
・
二
〇
六
上
)

こ
れ
は
ま
っ
た
く
漢
語
に
依
存
し
た
解
說
で
あ
っ
て
︑
p
ra
m
u
d
ita
一
語
の
解
釋
と
し
て
は
成
り
立
た
な
い

(長
尾
一
九
八
七
・
五
九
～
六
一
頁
}

二
)
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
イ
ン
ド
の
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ

(天
親
︑=

世
親
)

の
}
釋
中
に
現
れ
る
說
と
し
て
眞
諦
は
漢
譯
�
獻
と
し
て
廣
め
た
︒

こ
の
一
�
に
0
め
ら
れ
た
思
想
6
>
價
値
に
つ
い
て
は
小
稿

(二
〇
一
二
・
五
一
～
五
四
)

で
﹁
泳
語
の
一
語
を
漢
字
二
字
で
譯
し
︑
各
々
に
別

な
解
釋
を
與
え
る
﹂
と
い
う
小
見
出
し
の
下
に
論
じ
た
の
で
繰
り
×
さ
な
い
が
︑
�
す
る
に
︑
漢
人
聽
衆
が
容
易
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
�
慮

し
た
眞
諦
が
︑
本
國
で
は
決
し
て
行
わ
な
か
っ
た
解
說
を
︑
漢
語
で
思
考
す
る
者
た
ち
を
敎
�
す
る
目
>
で
敢
え
て
行
っ
た
形
跡
が
あ
る
︒

｢歡
喜
﹂
を
自
他
兩
面
か
ら
解
說
す
る
こ
と
は
い
か
な
る
效
果
を
も
た
ら
す
か
︒
こ
の
點
を
詳
細
に
解
說
す
る
一
7
ç
料
が
な
い
た
め
推
測

を
�
え
て
答
え
ざ
る
を
得
な
い
が
︑
﹁
歡
喜
﹂
の
關
與
す
る
範
圍
を
自
ら
だ
け
で
も
他
者
だ
け
で
も
な
く
︑
そ
の
兩
者
に
擴
げ
︑
自
分
の
修
行

と
利
他
行
を
兩
立
さ
せ
る
極
め
て
大
乘
>
な
�
圖
が
讀
み
取
れ
よ
う
︒
こ
れ
は
﹁
眞
如
﹂
を
解
說
す
る
の
と
同
源
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
︒
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c

｢
讚
歎
﹂
﹁
煩
惱
﹂

漢
譯
と
稱
す
る
�
獻
の
中
に
漢
語
特
/
の
思
考
や
表
現
が
0
め
ら
れ
る
こ
と
は
︑
時
と
し
て
他
の
�
獻
に
も
あ
て
は
ま
る
︒
こ
れ
ま
た
筆
者

が
同
じ
論
攷
で
}
�
喚
�
を
促
し
た
事
例
だ
が
︑
鳩
�
羅
什
譯
と
し
て
傳
わ
る
﹃
大
智
度
論
﹄
︱
︱
『般
若
經
﹄
に
對
す
る
}
釋
︱
︱

に

﹁
讚
歎
﹂
と
い
う
語
を
﹁
讚
﹂
と
﹁
歎
﹂
と
に
區
分
し
て
解
說
す
る
箇
¦

(大
正
二
五
・
二
七
七
上
)

が
あ
る
︒
こ
れ
を
フ
ラ
ン
ス
語
譯
し
た
碩

學
エ
チ
エ
ン
ヌ
・
ラ
モ
ッ
ト
は
︑
こ
れ
は
漢
譯
時
に
補
足
し
た
}
解
で
あ
る
と
い
う
自
ら
の
考
え
を
}
記
し
た

(
L
a
m
o
tte
1
9
7
6
:
1
9
3
4
n
.
1
)
︒

ラ
モ
ッ
ト
說
を
基
に
す
す
め
た
淺
見
に
よ
れ
ば
︑﹃
大
智
度
論
﹄
の
同
じ
箇
¦
に
は
﹁
·
重
﹂
を
﹁
·
﹂
と
﹁
重
﹂
と
に
︑
﹁
恭
敬
﹂
を
﹁
恭
﹂

と
﹁
敬
﹂
と
に
區
分
す
る
解
說
も
見
ら
れ
る
︒
そ
し
て
鳩
�
羅
什
の
譯
語
﹁
讚
歎
﹂
の
原
語
は
恐
ら
く

m
ā
n
a
n
ā
の
一
語
で
あ
り
︑﹁
·
重
﹂

は

sa
tk
ā
ra
の
譯
︑﹁
恭
敬
﹂
は

g
u
ru
k
ā
ra
の
譯
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
三
語
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
お
い
て
は
漢
字
の
よ
う
に
ã
置
>
二
�
素

に
分
割
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
れ
故
︑
こ
う
し
た
漢
語
を
基
に
し
た
解
說
は
原
典
に
存
在
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
鳩
�
羅
什
が
漢
人
の
弟

子
た
ち
を
�
圖
し
て
補
足
し
た
內
容
と
推
測
可
能
で
あ
る

(
�
山
二
〇
一
二
・
八
四
頁
}
一
一
二
)
︒

ラ
モ
ッ
ト
の
}
記
は
何
も
な
い
が
︑
﹃
大
智
度
論
﹄
に
は
ほ
か
に
も
類
似
の
語
義
解
釋
が
あ
る
︒
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
k
leśa
“
a
fflic
tio
n
”

と
い
う
一
語
を
﹁
煩
惱
﹂
と
二
字
で
譯
す
の
は
羅
什
以
�
か
ら
確
立
し
て
い
た
が
︑﹃
大
智
度
論
﹄
卷
七
は
そ
れ
を
こ
う
說
*
す
る
︒

煩
惱
は
︑
人
の
心
を
煩﹅

わ﹅

せ﹅

︑
惱﹅

ま﹅

せ﹅

る﹅

か
ら
︑
そ
れ
故
に
煩
惱
と
呼
ぶ
︒

煩
惱
者
︑
能
令
心
煩﹅

︑
能
作
惱﹅

︑
故
名
爲
煩
惱
︒
(大
正
二
五
・
一
一
〇
上
)

後
代
︑
@
の
窺
基
は
﹃
成
唯
識
論
営
記
﹄
卷
一
本
に
︑﹁
煩
ハ
是
レ
擾
ノ
義
ナ
リ
︑
惱
ハ
是
レ
亂
ノ
義
ナ
リ
︒
/
�
ヲ
擾
亂
ス
レ
バ
︑
故
ニ

煩
惱
ト
名
ヅ
ク
︒
(煩
是
擾
義
︑
惱
是
亂
義
︒
擾
亂
/
情
︑
故
名
爲
惱
︒
大
正
四
三
・
二
三
五
下
)
﹂
と
解
說
し
︑
そ
の
後
︑
智
周
も
ま
た
︑﹁
煩
ナ
ル
者
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ハ
擾
ナ
リ
︒
惱
ナ
ル
者
ハ
亂
ナ
リ
︒
/
�
ヲ
擾
亂
シ
︑
生
死
ノ
苦
海
ヲ
出
離
セ
シ
メ
ザ
レ
バ
︑
故
ニ
煩
惱
ト
名
ヅ
ク
︒
(煩
者
︑
擾
也
︒
惱
者
︑
亂

也
︒
擾
亂
/
�
︑
不
令
出
離
生
死
苦
海
︑
故
名
煩
惱
︒
大
正
四
五
・
四
六
二
上
)
﹂
と
解
說
す
る
︒
こ
れ
ら
は
﹃
大
智
度
論
﹄
を
そ
の
ま
ま
承
け
る
語
義

解
釋
で
は
な
い
が
︑
二
字
を
區
分
す
る
點
で
は
共
A
性
を
も
つ
︒﹃
大
智
度
論
﹄
と
い
う
漢
譯
論
書
に
漢
字
ベ
ー
ス
の
思
考
を
見
出
せ
る
の
は

興
味
深
い
︒

d

護
法
の
﹁
世
俗
﹂
解
釋
？

以
上
a
～
c
項
で
は
︑
漢
語
に
基
づ
く
思
考
を
示
し
な
が
ら
イ
ン
ド
人
が
そ
れ
を
行
う
か
︑
漢
譯
經
典
に
現
れ
る
と
い
う
形
で
イ
ン
ド
と
の

繫
が
り
を
*
示
ま
た
は
�
示
す
る
事
例
を
紹
介
し
た
︒
眞
諦
の
よ
う
な
イ
ン
ド
人
が
そ
れ
を
行
う
の
は
奇
妙
だ
が
︑
彼
が
漢
譯
者
で
あ
っ
た
こ

と
や
中
國
で
活
動
し
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
︑
中
國
人
を
敢
え
て
�
識
し
て
の
�
圖
>
な
發
言
と
解
す
る
こ
と
は
閏
分
可
能
で
あ
る
︒

し
か
し
こ
う
し
た
事
例
を
蒐
集
す
る
う
ち
に
︑
筆
者
は
�
¢
︑
さ
ら
に
奇
妙
な
事
例
に
出
會
っ
た
︒
そ
れ
は
佛
敎
敎
理
學
で
多
用
す
る
﹁
二

諦
︱
︱
二
種
の
現
實
﹂
の
一
つ
で
あ
る
﹁
世
俗
諦
﹂
(玄
奘
譯
)

の
語
義
解
釋
で
あ
る

(二
諦
の
も
う
一
つ
は
﹁
v
義
諦
﹂
と
呼
ば
れ
る
)
︒

世
俗
諦
の
原
語
は

sa
ṁ
v
ṙti-
sa
ty
a
と
い
う
︒
こ
の
複
合
語
の
�
�

sa
ṁ
v
ṙti
は
#
い
隱
す
こ
と
を
�
味
し
た
り
︑
世
俗
>
な
言
說
を
�
味

し
た
り
す
る
︒
複
合
語
の
後
�

sa
ty
a
は
現
實
・
事
實
の
�
で
あ
る
︒
複
合
語
�
�
の
語
の
�
味
に
實
は
問
題
が
あ
る
︒
漢
譯
の
諸
例
を
精
査

す
る
と
︑
7
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
る
︒
玄
奘
以
�
の
舊
譯
時
代
︑
sa
ṁ
v
ṙti
は
﹁
世
﹂﹁
俗
﹂﹁
世
俗
﹂
の
い
ず
れ
か
で
譯
し
た(24

)

︒
と
こ
ろ
が

玄
奘
譯
を
經
た
玄
奘
門
下
の
時
代
に
な
る
と
︑
圓
測
は
﹁
世
﹂
と
﹁
俗
﹂
と
に
分
解
し
︑
眞
實
を
隱
し
虛
僞
を
表
す
こ
と
と
語
義
解
釋
し
始
め

る
︒

世﹅

俗﹅

と
い
う
語
は
︑﹁
世﹅

﹂
は﹅

#﹅

い﹅

隱﹅

す﹅

の
�
で
あ
り
︑﹁
俗﹅

﹂
は﹅

粗﹅

大﹅

な﹅

︹=
虛
僞
の
︺
現﹅

れ﹅

の
�
で
あ
る
︒
壼
や
衣
$
な
ど
世
の
中
の
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粗
大
な
現
れ
は
眞
實
の
對
象
を
#
い
隱
す
の
で
世
俗
と
呼
ぶ
︒

言
世﹅

俗﹅

者
︑
世﹅

是﹅

隱﹅

#﹅

義
︑
俗﹅

是﹅

麤﹅

顯﹅

義
︒
謂
瓶
衣
等
世
麤
顯
物
︑
隱
#
v
義
︑
故
名
世
俗
︒
(﹃
解
深
密
經
駅
﹄
卷
二
︒
續
藏
一
︑
三
四
︑

四
・
三
二
三
葉
表
下
)
﹇
同
內
容
﹈
圓
測
﹃
仁
王
經
駅
﹄
卷
中
本

(大
正
三
三
・
四
〇
二
下
)

圓
測
だ
け
で
な
く
窺
基
も
類
似
の
語
義
解
釋
を
し
て
い
る
︒
窺
基
說
は
﹃
成
唯
識
論
営
記
﹄
卷
九
末

(大
正
四
三
・
五
五
五
上
)

に
も
あ
る
が
︑

よ
り
詳
細
で
考
え
0
ま
さ
れ
る
の
は
︑
夙
に
長
尾

(一
九
五
四
・
三
一
三
)

が
着
目
し
た
﹃
大
乘
法
苑
義
林
違
﹄
卷
二
の
一
�
で
あ
る
︒

〔世
俗
諦
に
關
す
る
︺
護
法

(ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
)

の
}
釋
＊

は
言
う
︑﹁
世﹅

は﹅

#﹅

い﹅

隱﹅

す﹅

こ﹅

と﹅

を﹅

言﹅

い﹅

︑
壞﹅

れ﹅

や﹅

す﹅

い﹅

＊
＊

の
�
で
あ
る
︒
俗﹅

は﹅

現﹅

れ﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

を﹅

言﹅

い﹅

︑
世﹅

俗﹅

に﹅

隨﹅

順﹅

し﹅

て﹅

弘﹅

ま﹅

る﹅

の
�
で
あ
る
﹂︒
こ
の
現
實
は
敎
理
と
し
て
隱﹅

顯﹅

諦﹅

(眞
實
を
隱
し
︑
虛
僞
の
^
を
現
す

と
い
う
現
實
)

と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
︒
︹
一
切
は
︺
空
で
あ
る
と
い
う
理
法
を
#
い
隱
し
︑
存
在
の
^
が
現
れ
出
る
樣
は
︑
ち
ょ
う
ど
ハ
ン

カ
チ
を
折
り
た
た
ん
で
兎
な
ど
の
物
を
作
る
と
︑
元
の
ハ
ン
カ
チ
を
隱
し
て
︑
ウ
サ
ギ
の
^
が
現
れ
出
る
よ
う
に
＊
＊
＊

︑
今
の
︹
世
俗

諦
︺
も
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
︒
今
︑
舊
來
の
名
稱
に
從
え
ば
世
俗
諦
と
言
う
︒
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
は
三﹅

佛﹅

栗﹅

底﹅

(サ
ン
ブ
リ
テ
ィ

sa
ṁ
v
ṙti)

と
い
う
︒
故
に
︹
こ
の
︺
�
味
で
解
釋
し
︑
隱﹅

顯﹅

諦﹅

と
呼
ぶ
︒
⁝
⁝

護
法
釋
＊

云
︑﹁
世﹅

謂﹅

隱﹅

#﹅

︑
可﹅

衛﹅

壞﹅

義
＊
＊

︑
俗﹅

謂﹅

顯﹅

現﹅

︑
隨﹅

世﹅

液﹅

義﹅

﹂︒
此
諦
理
應
名
隱﹅

顯﹅

諦﹅

︒
隱
#
空
理
︑
/
相
顯
現
︑
如
結
手
巾

爲
兔
等
物
︑
隱
本
手
巾
︑
兔
相
顯
現
＊
＊
＊

︑
此
亦
如
是
︒
今
隨
古
名
︑
名
世
俗
諦
︒
泳
云
三﹅

佛﹅

栗﹅

底﹅

︒
故
以
義
釋
︑
名
隱﹅

顯﹅

諦﹅

︒
⁝
⁝

(大
正
四
五
・
二
八
七
下
)
﹇
略
解
﹈
窺
基
﹃
成
唯
識
論
営
記
﹄
卷
一
本

(大
正
四
三
・
二
四
三
下
～
二
四
四
上
)

＊

｢護
法
}
﹂
が
具
體
>
に
い
か
な
る
�
獻
に
基
づ
く
か
不
*
︒

＊
＊

｢壞
れ
や
す
い
﹂
の
原
語
と
し
て
想
定
可
能
な
の
は

lu
jy
a
ta
iti
lo
k
a
ḣ
﹁
壞
れ
る
か
ら
﹃
世
閒
﹄
で
あ
る
﹂
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
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の
表
現
は
﹃
俱
舍
論
﹄
一
違
八
偈
後
�
に
對
す
る
世
親
釋

(玄
奘
譯
﹁
亦
名
世
閒
︑
可
衛
壞
故
﹂︒
大
正
二
九
・
二
中
)

に
見
え
る
︒
そ
れ

は
﹁
世
閒

lo
k
a﹂
に
對
す
る
}
で
あ
る
か
ら
︑
同
じ
表
現
が
﹁
護
法
釋
﹂
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
︑﹁
世
俗

sa
ṁ
v
ṙti﹂
と
い
う
語

を
︑
そ
れ
と
實
質
>
に
同
義
の
﹁
世
閒
世
俗

lo
k
a
-
sa
ṁ
v
ṙti﹂
の
�
に
護
法
が
解
し
た
こ
と
を
含
�
す
る
か
︒

＊
＊
＊

『
&
朴
子
﹄
內
º
︑
對
俗
﹁
餘
數
見
人
以
方
諸
求
水
於
夕
'
︑
陽
燧
引
火
於
?
日
︑
隱
形
以
淪
於
無
象
︑
易
貌
以
成
於
衣
物
︑

結﹅

巾﹅

投﹅

地﹅

於﹅

兔﹅

走﹅

︑
鍼
綴
丹
帶
而
蛇
行
︑
瓜
果
結
實
於
須
臾
︑
龍
魚
瀺
嚼
於
盤
︑
皆
如
說
焉
﹂︒

こ
こ
で
窺
基
は
圓
測
と
ほ
ぼ
同
じ
說
を
と
り
︑
そ
れ
を
イ
ン
ド
の
護
法

︱
︱
『
成
唯
識
論
﹄
の
作
者

︱
︱

の
說
と
す
る
︒
さ
ら
に
窺
基
は
世

俗
諦
の
譯
と
し
て
﹁
隱
顯
諦
﹂
と
い
う
語
を
示
す
が
︑
窺
基
は
漢
譯
者
で
な
い
し
︑
玄
奘
譯
に
も
﹁
隱
顯
諦
﹂
な
る
語
は
一
度
も
現
れ
な
い
︒

玄
奘
は
一
貫
し
て
﹁
世
俗
諦
﹂
を
用
い
る
︒
な
お
︑
右
の
原
�
中
で
護
法
の
釋
が
ど
こ
ま
で
か
を
*
示
せ
ず
︑
內
容
>
に
も
分
か
り
に
く
い
が
︑

暫
定
>
に
隨﹅

世﹅

液﹅

義﹅

ま
で
と
解
し
た
︒
そ
の
理
由
は
手
巾
で
兔
を
作
る
喩
え
を
イ
ン
ド
の
�
獻
に
見
出
す
こ
と
が
筆
者
に
は
で
き
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
︒
こ
の
喩
え
は
﹃
&
朴
子
內
º
﹄
對
俗
º
に
出
る
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
た
め
︑
イ
ン
ド
傳
來
の
說
と
切
り
離
す
必
�
が
あ
ろ

う
︒
た
だ
問
題
は
︑
護
法
の
說
と
言
わ
れ
る
も
の
が
�
譯
�
獻
中
ど
こ
に
も
現
れ
ず
︑
窺
基
の
�
報
源
を
特
定
で
き
な
い
︒

さ
ら
に
}
目
す
べ
き
說
*
が
も
う
一
つ
あ
る
︒
そ
れ
は
義
淨
﹃
南
海
寄
歸
內
法
傳
﹄
(六
九
一
年
)

の
卷
四
の
西
方
學
法
の
條
に
見
え
る
︒

#﹅

俗﹅

諦﹅

(︹
眞
理
を
︺
隱
í
す
る
世
俗
の
現
實
)

は
舊
譯
で
世﹅

俗﹅

諦﹅

と
い
う
が
︑
こ
の
舊
譯
は
�
味
が
不
十
分
で
あ
る
︒
出
家
や
世
俗
の
事
柄

が
︑
そ
れ
と
別
な
眞
實
の
原
理
原
則
を
#﹅

い﹅

隱﹅

す﹅

こ
と
を
言
う
︒

#﹅

俗﹅

諦﹅

者
︑
舊
云
世﹅

俗﹅

諦﹅

︑
義
不
盡
也
︒
�
£
俗
事
#﹅

他
眞
理
︒
(大
正
五
四
・
二
二
八
中
)
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義
淨
は
イ
ン
ド
よ
り
歸
國
÷
上
に
あ
っ
た
た
め
︑
上
揭
の
圓
測
說
や
窺
基
說
を
知
り
得
な
い
�
境
で
こ
れ
を
書
い
て
い
る
︒
つ
ま
り
別
系
瓜
の

�
報
に
基
づ
い
て

sa
ṁ
v
ṙti
に
﹁
#
い
隱
す
﹂
の
�
を
m
め
︑
玄
奘
譯
を
含
む
從
來
の
譯
語
﹁
世
俗
諦
﹂
を
�
味
が
不
十
分
と
否
定
し
て
い
る
︒

以
上
�
點
の
み
紹
介
し
た
圓
測
說
・
窺
基
說
・
義
淨
說
に
共
A
す
る
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
sa
ṁ
v
ṙti
を
世
俗
と
譯
す
こ
と
へ
の
批
Ó
で
あ

る
︒
こ
の
點
は
イ
ン
ド
佛
敎
思
想
6
と
聯
繫
さ
せ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
イ
ン
ド
で
は
六
世
紀
頃
に
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
そ
の

他
の
中
觀
9
}
釋
家
が
登
場
し
︑
sa
ṁ
v
ṙti
と
は
隱
す
手
段
と
な
る
も
の
を
指
す
語
で
あ
る
と
聲
高
に
(
張
し
た(25

)

︒
同
じ
(
張
は
七
世
紀
の
唯

識
學
者
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
(
著
に
も
確
m
で
き
る(26

)

︒
し
た
が
っ
て
玄
奘
の
�
後
頃
の
イ
ン
ド
で
﹁
#
い
隱
す
﹂
の
�
を
0
め
た
理
解
が
�

 
し
た
の
を
承
け
て
︑
中
國
で
も
︑
圓
測
と
窺
基
は
玄
奘
の
口
傳
を
A
じ
て
學
び
︑
さ
ら
に
義
淨
も
ま
た
︑
自
ら
ï
ご
し
た
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
寺

院
の
敎
理
學
を
A
じ
て
�
怨
の
理
解
を
學
ん
で
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

圓
測
說
・
窺
基
說
・
義
淨
說
の
閒
の
不
一
致
も
あ
る
︒
そ
れ
は
圓
測
と
窺
基
が
﹁
世
俗
﹂
を
﹁
世
﹂
と
﹁
俗
﹂
と
に
區
分
し
て
語
義
解
釋
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
眞
實
を
#
い
隱
す
﹂
と
い
う
本
來
の
語
義
と
︑﹁
虛
僞
の
^
を
現
し
出
す
﹂
と
い
う
歸
結
>
語
義
の
兩
面
を
說
く
の
に
對

し
て
︑
義
淨
は
﹁
世
﹂
と
﹁
俗
﹂
と
に
區
分
せ
ず
に
專
ら
﹁
眞
實
を
#
い
隱
す
﹂
と
い
う
面
を
說
*
し
て
い
る
︒

こ
こ
に
至
っ
て
筆
者
が
感
ず
る
�
大
の
疑
問
は
︑
中
國
人
を
敎
�
對
象
と
し
な
か
っ
た
し
︑
漢
語
に
基
づ
く
思
考
と
も
無
緣
だ
っ
た
イ
ン
ド

人
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
果
た
し
て
本
當
に
﹁
世
俗
﹂
を
﹁
世
﹂
と
﹁
俗
﹂
と
に
區
分
す
る
解
釋
を
し
た
の
か
︑
で
あ
る
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
は
恐

ら
く
{
A
り
か
の
囘
答
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
︑
筆
者
が
現
時
點
で
}
目
す
る
の
は
︑
イ
ン
ド
に
お
け
る
語
義
解
釋
を
示
す
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
�
獻
の
中
に
︑
世
俗
を
二
つ
の
觀
點
か
ら
說
*
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
事
實
で
あ
る
︒

具
體
>
に
說
*
し
よ
う
︒
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
や
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
よ
り
後
の
}
釋
家
に
︑
第
一
�
で
一
度
言
 
し
た
プ
ラ
ジ
ュ

ニ
ャ
ー
カ
ラ
マ
テ
ィ
が
い
る
︒
彼
は
十
世
紀
末
頃
の
人
物
だ
か
ら
︑
圓
測
・
窺
基
・
義
淨
の
三
人
よ
り
遙
か
に
後
代
の
人
物
で
あ
る
︒
}
目
す

べ
き
は
年
代
で
な
く
︑
彼
の
﹃﹁
菩
�
行
に
入
る
﹂
へ
の
}
釋
﹄
B
o
d
h
ic
a
ry
ā
v
a
tā
ra
p
a
ñ
jik
ā
(九
違
二
偈
)

に
含
ま
れ
る
7
の
解
說
で
あ
る
︒
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(一
)
自
ら
の
本
性
を
#
う
こ
と
に
よ
り
︑
そ
し
て

(二
)
#
わ
れ
た
︹
僞
の
^
を
︺
表
す
こ
と
に
よ
り
︑
あ
る
が
ま
ま
の
︹
眞
相
︺
に

關
す
る
完
B
な
m
識
を
#
う
︹
卽
ち
︺
隱
す
も
の
だ
か
ら
サ
ン
ヴ
リ
テ
ィ
で
あ
る
︒
同
義
語
は
﹁
無
知
﹂﹁
愚
痴
﹂
﹁
顚
倒
﹂
で
あ
る
︒

sa
ṁ
v
riy
a
te
ā
v
riy
a
te
y
a
th
ā
b
h
ū
ta
p
a
rijñ
ā
n
a
ṁ
(1
)
sv
a
b
h
ā
v
ā
v
a
ra
ṅ
ā
d
(2
)
ā
v
ṙta
p
ra
k
ā
śa
n
ā
c
ca
a
n
a
y
eti
sa
ṁ
v
ṙtiḣ
.
a
v
id
y
ā
m
o
h
o

v
ip
a
ry
ā
sa
iti
p
a
ry
ā
y
ā
ḣ
.
(
P
.L
.
V
a
id
y
a
(
e
d
.)
,
B
o
d
h
ica
ry
ā
v
a
tā
ra
o
f
Ś
ā
n
tid
ev
a
w
ith
th
e
C
o
m
m
en
ta
ry
P
a
ñ
jik
ā
o
f
P
ra
jñ
ā
k
a
ra
m
a
ti,

D
a
rb
h
a
n
g
a
:
T
h
e
M
ith
ilā
In
situ
te
o
f
P
o
st-
g
ra
d
u
a
te
S
tu
d
ie
s
a
n
d
R
e
se
a
rc
h
in
S
a
n
sk
rit
L
e
a
rn
in
g
,
1
9
8
8
,
1
7
7
,
1
-
2

(27
)

)

こ
こ
で
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
カ
ラ
マ
テ
ィ
は
世
俗
諦
を
二
重
に
語
義
解
釋
す
る
︒
第
一
は
﹁
#
い
隱
す
﹂
と
い
う
點
か
ら
の
解
說
で
あ
り
︑
第
二

は
﹁
虛
僞
の
^
を
現
し
出
す
﹂
と
い
う
點
か
ら
の
解
說
で
あ
る
︒
こ
れ
は
圓
測
說
・
窺
基
說
と
正
に
軌
を
一
に
す
る
︒
た
だ
し
︑
プ
ラ
ジ
ュ

ニ
ャ
ー
カ
ラ
マ
テ
ィ
と
圓
測
・
窺
基
の
相
Ï
は
︑
圓
測
・
窺
基
の
活
Ñ
し
た
七
世
紀
に
は
十
世
紀
末
の
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
カ
ラ
マ
テ
ィ
は
ま
だ

い
な
か
っ
た
點
と
︑
窺
基
が
二
種
の
語
義
を
﹁
世
﹂
と
﹁
俗
﹂
と
に
�
分
し
て
說
*
す
る
の
に
對
し
︑
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
カ
ラ
マ
テ
ィ
は
二
種

の
語
義
を

sa
ṁ
v
ṙti
と
い
う
一
語
の
解
說
と
し
て
営
べ
る
點
が
衣
な
る
︒
彼
は
﹁
世
﹂
と
﹁
俗
﹂
の
區
分
に
當
た
る
說
*
を
何
も
し
て
い
な
い
︒

プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
カ
ラ
マ
テ
ィ
の
解
說
と
圓
測
說
・
窺
基
說
の
共
A
性
は
偶
然
で
あ
ろ
う
か
︒
窺
基
が
そ
れ
を
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
イ
ン
ド
で

行
っ
た
解
說
に
基
づ
く
と
記
す
以
上
︑
少
な
く
と
も
彼
は
そ
の
よ
う
に
︹
恐
ら
く
は
師
の
玄
奘
か
ら
︺
學
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
︒
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ

說
が
ど
こ
に
書
い
て
あ
っ
た
も
の
か
今
と
な
っ
て
は
知
る
由
も
な
い
が
︑
も
し
7
の
よ
う
な
狀
況
を
假
定
し
て
み
た
ら
ど
う
か
︱
︱
︑

プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
カ
ラ
マ
テ
ィ
の
}
釋
は
圓
測
や
窺
基
よ
り
遙
か
後
代
だ
が
︑
後
代
の
怨
說
で
な
く
︑
數
世
紀
�
か
ら
類
似
の
說
が
あ
っ

た
が
現
存
�
獻
に
確
か
め
ら
れ
な
い
だ
け
の
可
能
性
は
小
さ
く
な
い
︒
恐
ら
く
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
カ
ラ
グ
プ
タ
と
共
A
す
る
說
*
を
數
世

紀
以
�
に
旣
に
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
世
俗
と
い
う
語
を
﹁
#
い
隱
す
﹂
と
﹁
虛
僞
の
^
を
現
し
出
す
﹂
の
二
點
か
ら
說
*
し
て
い
た
︒
恐
ら

く
そ
れ
は
漢
語
の
﹁
世
﹂
と
﹁
俗
﹂
と
に
對
應
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
}
釋
�
獻
に
頻
用
さ
れ
る
解
釋
を
複
數
示
す
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書
き
方
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
れ
を
學
ん
だ
窺
基
が
漢
語
で
し
ば
し
ば
用
い
る
二
字
分
解
と
い
う
漢
語
特
/
の
手
法
に
置
き
奄
え
︑
あ
た

か
も
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
漢
語
を
知
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
}
釋
內
容
を
�
案
し
た
の
で
あ
ろ
う
︑
と
︒

現
時
點
で
は
推
測
の
域
を
出
ず
︑
論
證
手
段
を
見
出
せ
な
い
が
︑
こ
の
可
能
性
を
殘
し
て
お
く
こ
と
は
魅
力
>
で
あ
る
︒
大
方
の
批
正
を
乞
う
︒

e

｢
信
樂


﹂
﹁
潤
滑
﹂
﹁
方
�
﹂

ほ
か
に
も
漢
譯
と
し
て
現
代
に
傳
わ
る
}
釋
の
中
に
似
た
よ
う
な
例
が
あ
る
︒
B
て
を
網
羅
す
る
準
備
が
な
い
の
で
旣
に
指
摘
の
あ
る
も
の

を
(
と
し
て
{
つ
か
例
示
し
て
み
る
と
︑
b
項
で
觸
れ
た
眞
諦
譯
﹃
攝
大
乘
論
釋
﹄
に
は
類
例
が
ほ
か
に
も
あ
る
︒
卷
九
に
﹁
信
樂
�
﹂
と
い

う
語
を
原
語
a
d
h
y
ā
śa
y
a
(優
れ
た
考
え
・
心
>
傾
向
)

の
譯
と
し
て
用
い
︑﹁
信
﹂
と
﹁
樂
﹂
と
を
區
別
す
る
箇
¦
が
あ
る
︒

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﹅

xīn
と
名
付
け
る
︒
信
を
�
こ
し
た
對
象
の
ま
ま
に
從
っ
て

修
行
し
よ
う
と
す
る
か
ら
樂﹅

(
y
à
o
ね
が
い
︑
欲
求
)

と
名
付
け
る
︒

於
六
度
正
敎
中
︑
心
決
無
疑
︑
故
名
爲
信﹅

︒
如
¦
信
法
︑
求
欲
修
行
︑
故
名
爲
樂﹅

︒
(大
正
三
一
・
二
一
三
中
)

眞
諦
の
別
の
漢
譯
で
あ
る
﹃
佛
性
論
﹄
卷
二
に
は
︑
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

sn
ig
d
h
a
(潤
い
あ
る
︑
優
し
い
・
好
ま
し
い
)

の
譯
で
あ
る
﹁
潤

滑
﹂
を
﹁
潤
﹂
と
﹁
滑
﹂
と
に
區
分
し
て
說
*
す
る
箇
¦
が
あ
る

(大
正
三
一
・
七
九
七
上
)
︒
以
上
本
項
に
示
し
た
二
例
は
小
稿

(二
〇
一
二
・

五
二
～
五
三
)

で
旣
に
言
 
し
た
も
の
で
あ
る
︒
と
も
か
く
こ
う
し
た
複
數
の
事
例
が
漢
譯
�
獻
中
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
れ
ら
が

漢
譯
と
は
言
っ
て
も
百
パ
ー
セ
ン
ト
純
然
た
る
原
典
®
語
譯
の
漢
譯
で
は
な
く
︑
漢
人
へ
の
敎
育
效
果
を
�
識
し
て
揷
入
し
た
}
釋
が
�
¦
�

¦
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
イ
ン
ド
人
の
思
考
や
イ
ン
ド
語
で
は
B
く
ナ
ン
セ
ン
ス
な
語
句
分
解
を
し
て
ま

眞如の諸解釋

51



で
說
*
す
る
こ
と
を
イ
ン
ド
人
が
行
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
彼
ら
の
親
切
か
奉
仕
か
利
他
行
か
を
こ
こ
で
斷
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
と
も

か
く
漢
人
た
ち
の
側
が
そ
れ
を
]
け
入
れ
︑
[
待
し
︑
喜
び
︑
そ
し
て
そ
れ
を
常
に
欲
求
し
て
い
た
こ
と
の
證
か
も
し
れ
な
い
︒

本
項
の
�
後
に
も
う
一
つ
の
例
と
し
て
︑
恐
ら
く
佛
敎
徒
な
ら
誰
も
が
知
っ
て
い
る
﹁
方
�
﹂
の
語
義
解
釋
に
も
論
 
し
て
お
こ
う
︒
﹁
方

�
﹂
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

u
p
ā
y
a
の
譯
で
あ
り
︑﹁︹
他
者
を
救
濟
す
る
た
め
の
︺
手
立
て
・
手
段
﹂
を
�
味
す
る
︒
こ
れ
に
關
し
て
︑
イ

ン
ド
人
に
よ
る
解
說
で
は
な
く
︑
漢
人
の
漢
人
の
た
め
の
}
解
だ
が
︑
智
顗
﹃
妙
法
蓮
華
經
�
句
﹄
釋
方
�
品
は
︑
﹁︹﹁
方
�
﹂
の
︺﹁
方
﹂
は

方
法
の
こ
と
で
あ
り
︑﹁
�
﹂
は
優
れ
た
働
き
の
こ
と
で
あ
る

(方
者
法
也
︑
�
者
用
也
︒
大
正
三
四
・
三
六
上
)
﹂
と
い
う
解
釋
と
︑﹁﹁
方
﹂
は
眞

祕
の
�
で
あ
り
︑﹁
�
﹂
は
絕
妙
な
こ
と
で
あ
る

(
印
方
者
祕
也
︑
�
者
妙
也
︒
大
正
三
四
・
三
六
中
)
﹂
と
い
う
解
釋
の
二
つ
を
示
す
︒
ま
た
︑
@

の
澄
觀
は
﹃
大
方
廣
佛
華
嚴
經
駅
﹄
卷
八
の
中
で
︑﹁
方
と
は
方
法
で
あ
り
︑
�
と
は
�
宜
︹
>
手
段
︺
で
あ
る
﹂
(方﹅

謂
方
法
︑
�﹅

謂
�
宜
︒
大

正
三
五
・
五
六
〇
下
)

と
說
*
す
る
︒
な
お
︑
智
顗
說
に
}
釋
を
加
え
た
@
の
湛
然

(七
一
一
～
八
二
)

は
﹃
法
華
�
句
記
﹄
に
お
い
て
﹁
方
ハ
法

ナ
リ
﹂
と
い
う
說
*
は
︑
後
漢
の
許
愼
﹃
說
�
解
字
﹄
に
﹁
法
︑
5
也
﹂
と
あ
り
︑﹃
爾
7
﹄
に
﹁
則
也
﹂
と
あ
る
の
と
も
內
容
>
に
齟
齬
な

く
Ý
合
す
る
旨
を
営
べ
て
い
る

(大
正
三
四
・
二
〇
九
下
)
︒
こ
の
短
い
言
葉
の
中
に
我
々
は
佛
典
に
對
す
る
漢
語
の
字
義
解
釋
を
佛
典
特
/
と

見
る
の
で
な
く
︑
中
國
傳
瓜
の
學
5
の
中
に
矛
盾
な
く
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
狙
い
を
感
じ
る
︒

｢方
�
﹂
の
�
味
な
ど
誰
で
も
知
っ
て
い
る
と
思
う
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑
自
*
の
こ
と
を
そ
こ
ま
で
詳
し
く
說
*
し
な
く
て
も
⁝
と
言
い
た

く
な
る
ì
で
あ
る
︒
蓋
し
こ
こ
に
は
︑
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
手
を
盡
く
し
て
衆
生
を
救
い
出
そ
う
と
い
う
佛
の
方
�
の
多
樣
性
を
︑
で
き
る
限
り

ô
漏
な
く
說
*
し
て
お
き
た
い
と
い
う
�
識
が
は
た
ら
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
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五

｢眞
如
﹂
に
よ
っ
て
瓜
合
さ
れ
る
諸
槪
念

a

｢
如
來
﹂

｢如
來
﹂
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
ta
th
ā
g
a
ta
の
譯
語
で
あ
り
︑
こ
れ
ま
で
の
硏
究
蓄
積
も
少
な
く
な
い
︒
た
だ
し
﹁
如
來
﹂
と
い
う
漢
語
と

﹁
眞
如
﹂
と
い
う
漢
語
の
繫
が
り
に
關
し
て
漢
語
ç
料
を
精
査
し
た
硏
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
こ
れ
を
檢
討
す
る
︒

イ
ン
ド
佛
敎
に
お
け
る
如
來
の
語
義
に
つ
い
て
は
赤
沼

(一
九
二
三
)
・
水
野

(一
九
五
七
)

等
の
古
典
>
硏
究
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
︑

如
來
の
原
語
ta
th
ā
g
a
ta
は
佛
敎
成
立
以
�
か
ら
イ
ン
ド
古
典
�
獻
に
用
い
ら
れ
︑
衆
生
／
/
�

(サ
ッ
ト
ヴ
ァ
sa
ttv
a
命
あ
る
生
き
も
の
c
f.sa
tv
a
n

勇
者
︑
8
士
)

の
�
に
用
い
る
場
合
と
︑
佛
敎
內
で
理
想
>
な
修
行
者
・
修
行
完
成
者
を
指
す
場
合
と
が
あ
る

(水
野
一
九
五
七
)
︒
後
者
の
理
想

>
修
行
者
を
指
す
佛
敎
>
用
法
は
初
[
佛
典
や
パ
ー
リ
語
經
典
に
も
見
ら
れ
︑
時
代
が
下
っ
て
大
乘
佛
敎
の
興
�
時
代
に
入
る
と
︑
よ
り
0
み

入
っ
た
解
釋
を
生
ん
だ
︒
ta
th
ā
g
a
ta
に
は
︑﹁
如
來
﹂
(
ta
th
ā+

ā
g
a
ta
“
T
h
u
s
C
o
m
e
O
n
e
”
)

と
い
う
後
に
定
着
す
る
譯
語
の
ほ
か
︑
比

>
早
[

の
複
數
�
獻
中
に
﹁
如
去
﹂
(
ta
th
ā+

g
a
ta
“
T
h
u
s
G
o
n
e
O
n
e
”
)

と
い
う
漢
譯
も
現
れ
る
こ
と
は
比

>
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

(赤
沼
一
九
二
三
・

三
一
〇
)
︒﹁
如
來
﹂﹁
如
去
﹂
の
﹁
如
﹂
は
い
ず
れ
も

ta
th
ā
(そ
の
よ
う
な
)

の
�
で
あ
る
こ
と
が
確
か
だ
が
︑
語
義
解
釋
を
行
う
際
に
は
︑
ta
-

th
ā
と
は
悟
っ
た
樣
を
指
し
示
し
︑
端
>
に
は

ta
th
ā
と
は

ta
th
a
tā﹁
眞
如
﹂
を
指
す
と
す
る
�
獻
が
ø
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
�
獻
ç
料

を
涉
獵
す
る
と
イ
ン
ド
語
�
獻
中
の

ta
th
ā
g
a
ta
に
は
四
種
の
�
味
︑
五
種
の
�
味
︑
八
種
の
�
味
︑
九
種
の
�
味
が
あ
る
と
す
る
パ
ー
リ
語

�
獻
や
︑
六
種
の
�
味
を
列
擧
す
る
北
傳
ア
ビ
ダ
ル
マ
�
獻
が
あ
る

(赤
沼
同
・
三
一
八
～
二
一
)
︒

こ
う
し
た
液
れ
の
中
︑
イ
ン
ド
大
乘
佛
敎
は
樣
々
な
局
面
で

ta
th
ā
g
a
ta
と
し
て
の
佛
を
重
視
す
る
と
同
時
に
︑
そ
の
よ
う
に
去
っ
た
お
方

(如
去
)

と
い
う
解
釋
と
そ
の
よ
う
に
來
た
お
方

(如
來
)

の
二
解
釋
を
い
わ
ば
止
揚
す
る
大
乘
佛
典
も
生
み
出
し
た
︒
そ
の
端
>
な
例
は
﹃
金

剛
般
若
波
羅
蜜
經
﹄
の
7
の
二
箇
¦
で
あ
る
︒
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そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
︑
ス
ブ
ー
テ
ィ
よ
︑
如
來
と
言
わ
れ
る
も
の
は
ど
こ
へ
も
去
ら
な
い
し
︑
ど
こ
か
ら
も
來
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
︑︽
如
來
で
あ
り
︑
·
敬
さ
る
べ
き
人
で
あ
り
︑
正
し
く
目
ざ
め
た
人
で
あ
る
︾
と
言
わ
れ
る
の
だ
︒
(以
上
は
泳
語
原
典

か
ら
の
和
譯
︒
中
村
・
紀
野
二
〇
〇
一
・
一
二
九
)

ta
t
k
a
sy
a

h
eto
ḣ
.
ta
th
ā
g
a
ta

iti
S
u
b
h
ū
te
u
cy
a
te
n
a

k
v
a
cid

g
a
to

n
a

k
u
ta
ścid

ā
g
a
ta
ḣ
.
ten
o
cy
a
te
ta
th
ā
g
a
to

'rh
a
n

sa
m
y
a
k
sa
ṁ
b
u
d
d
h
a
iti.

對
應
す
る
鳩
�
羅
什
譯
﹃
金
剛
般
若
經
﹄﹁
何
以
故
︒
如
來
者
︑
無
¦
從
來
︑
亦
無
¦
去
︑
故
名
如
來
﹂
(大
正
八
・
七
五
二
中
)
︒

そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
︑
ス
ブ
ー
テ
ィ
よ
︑︿
如
來
﹀
と
い
う
の
は
︑
こ
れ
は
︑
眞
如
の
衣
名
な
の
だ
︒
(中
村
・
紀
野
二
〇
〇
一
・
一
〇

三
)

對
應
す
る
鳩
�
羅
什
譯
﹃
金
剛
般
若
經
﹄﹁
如
來
者
︑
卽
諸
法
如
義
﹂
(大
正
八
・
七
五
一
上
)
︒

こ
の
う
ち
先
の
引
用
は
﹁
如
去
﹂
で
も
﹁
如
來
﹂
で
も
な
く
︑
本
當
は
非
如
去
非
如
來
で
あ
る
と
の
空
思
想
に
基
づ
く
︒
後
の
引
用
は
﹁
如

來
﹂
の
﹁
如
﹂
と
は
﹁
眞
如
﹂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
そ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
�
は

ta
th
ā
g
a
ta
iti
S
u
b
h
ū
te
b
h
ū
ta
ta
-

th
a
tā
y
ā
eta
d
a
d
h
iv
a
ca
n
a
m
/
で
あ
る
︒
た
だ
こ
こ
で
眞
如

(鳩
�
羅
什
譯
﹁
諸
法
如
﹂
)

に
對
應
す
る
原
語
は
︑
嚴
密
に
は
ta
th
a
tā
で
は
な
く
︑

そ
れ
を
さ
ら
に
限
定
>
に
說
*
し
た

b
h
ū
ta
ta
th
a
tā
で
あ
る
︒
こ
の
點
は
羅
什
以
後
の
漢
譯
を
參
照
す
る
と
よ
り
*
確
に
な
る
︒
す
な
わ
ち
北

魏
の
菩
提
液
荏
譯
﹃
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
﹄
は
﹁
須
菩
提
︑
言
如
來
者
︑
卽
實﹅

眞﹅

如﹅

﹂
(大
正
八
・
七
五
五
中
)

と
譯
し
︑
@
の
義
淨
譯
﹃
能
斷

金
剛
般
若
波
羅
蜜
多
經
﹄
は
﹁
妙
生
︑
言
如
來
者
︑
卽
是
實﹅

性﹅

眞﹅

如﹅

之
衣
名
也
﹂
(大
正
八
・
七
七
四
中
)

と
譯
し
て
い
る
︒

如
來
と
眞
如
を
結
び
つ
け
る
解
釋
は
大
乘
經
典
に
頻
出
す
る
︒
漢
譯
に
お
け
る
そ
の
槪
略
を
た
ど
れ
ば
︑
早
[
の
譯
例
は
︑
無
羅
叉
譯
﹃
放
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光
般
若
經
﹄
卷
十
六
の
﹁
如

(
ta
th
a
tā
)
﹂
に
つ
い
て
說
い
た
後
︑﹁
菩
�
は
﹁
如
﹂
を
學
ん
で
一
切
智
者
に
到
4
し
︑
そ
の
︹
一
切
智
者
性
︺

か
ら
來
る
か
ら
︑
そ
れ
故
に
如
來
と
名
づ
け
る

(菩
�
學
是
如
︑
>
�
云
若
︑
從
是
中
來
︑
是
故
名
曰
如
來
︒
大
正
八
・
一
一
五
中
)

が
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
そ
の
よ
う
な

(
ta
th
ā
)

と
い
う
狀
態
を
示
す
語
は
︑
廣
義
の
悟
り
な
い
し
悟
り
の
性
質
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
た
︒
そ
の
た
め
︑

時
に
は
眞
如
だ
と
は
特
定
せ
ず
︑
眞
如
と
同
樣
の
機
能
を
/
す
る
別
の
槪
念
を
用
い
て
說
*
す
る
�
獻
も
現
れ
た
︒
た
と
え
ば
鳩
�
羅
什
譯
の

場
合
︑
彼
は
﹃
大
智
度
論
﹄
卷
二
四
で
﹁
如
實
£
來
故
︑
名
爲
如
來
﹂
(大
正
二
五
・
二
三
六
上
)

と
︑﹁
如
實
の
£

(さ
と
り
)

よ
り
來
る
か
ら
如

來
で
あ
る
﹂
と
い
う
語
義
解
釋
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
﹁
如
實
£
﹂
は
內
容
>
に
﹁
眞
如
﹂
と
重
な
る
が
ひ
と
ま
ず
表
記
上
は
別
の
語
で
あ
る
︒

そ
の
後
百
餘
年
後
︑
東
魏
の
毘
目
智
仙
の
譯
し
た
天
親
y
﹃
轉
法
輪
經
憂
波
提
舍
﹄
(五
四
一
年
譯
)

を
參
照
す
る
と
︑﹁
如
實
ニ
シ
テ
來
レ
バ
︑

故
ニ
如
來
ト
名
ヅ
ク
﹂
と
い
う
敎
說
を
承
け
て
︑
で
は
如
と
は
何
か
と
問
い
︑
如
と
は
𣵀
槃
で
あ
る
と
答
え
る
一
�
が
あ
る
︒
結
論
は
7
の
A

り
で
あ
る
︒﹁
𣵀
槃
を
如
と
名
づ
け
る
︒
理
解
す
る
こ
と
を
來
と
名
づ
け
る
︒
𣵀
槃
を
正
し
く
覺
っ
た
か
ら
︑
そ
れ
故
に
如
來
と
名
づ
け
る
︒

(
𣵀
槃
名
如
︑
知
解
名
來
︒
正
覺
𣵀
槃
︑
故
名
如
來
︒
大
正
二
六
・
三
五
七
中
)
﹂︒
�
す
る
に
︑﹁
如
來
﹂
の
﹁
如
﹂
と
は
𣵀
槃
の
こ
と
で
あ
り
︑
𣵀
槃
か

ら
こ
の
俗
世
に
戾
っ
て
き
た
か
ら
如
來
と
呼
稱
す
る
の
だ
︑
と
い
う
解
釋
法
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
因
み
に
﹁
如
﹂
と
は
𣵀
槃
を
指
す
と

い
う
解
說
は
早
[
佛
敎
パ
ー
リ
語
�
獻
に
早
く
も
確
m
で
き
る

(赤
沼
一
九
二
九
・
五
二
四
)
︒

以
上
は
漢
譯
の
語
例
と
は
言
っ
て
も
︑
イ
ン
ド
�
獻
の
®
語
譯
で
あ
り
︑
特
段
の
中
國
>
性
格
は
m
め
ら
れ
な
い
︒
そ
れ
に
對
し
︑
同
じ
く

イ
ン
ド
�
獻
の
®
語
譯
で
あ
る
{
つ
か
の
�
獻
中
に
︑﹁
如
來
﹂
を
﹁
如
﹂
よ
り
來
っ
た
者
と
解
し
︑
そ
の
﹁
如
﹂
を
眞
如
か
そ
の
同
義
語
で

說
*
す
る
漢
譯
や
漢
語
}
釋
が
現
れ
た
︒
そ
の
典
型
>
事
例
を
年
代
順
に
四
つ
ほ
ど
擧
げ
て
例
示
し
て
お
こ
う
︒

後
秦
・
鳩
�
羅
什
譯
﹃
大
智
度
論
﹄
卷
三
九

如﹅

實﹅

(あ
る
が
ま
ま
)

の﹅

£﹅

か﹅

ら﹅

來﹅

た﹅

か
ら
︑
如
來
と
名
づ
け
る
︒
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如﹅

實﹅

£﹅

來﹅

故
︑
名
爲
如
來
︒
(大
正
二
五
・
二
三
六
上
)

北
涼
・
曇
無
讖
譯
﹃
菩
�
地
持
經
﹄
卷
十

〔そ
の
お
方
が
︺
言
葉
で
說
く
內
容
が
如﹅

(=

眞
如
)

を﹅

外﹅

れ﹅

な﹅

い﹅

か
ら
︑
そ
れ
故
に
﹁
タ
タ
ー
ガ
タ
﹂
と
呼
ぶ
︒

言
語
¦
說
不﹅

乖﹅

於﹅

如﹅

︑
是
故
名
多
陀
阿
伽
馱
︒
(大
正
三
〇
・
九
五
六
中
)

隋
・
淨
影
寺
o
Ü

如﹅

實﹅

の﹅

£﹅

を
A
っ
て
到﹅

來﹅

し﹅

︑
正
し
い
覺
り
を
完
成
し
た
か
ら
︑
そ
れ
故
に
﹁
如
來
﹂
と
言
う
︒

乘
如﹅

實﹅

£﹅

︑
來﹅

成
正
覺
︑
故
曰
如
來
︒
(﹃
大
般
𣵀
槃
經
義
記
﹄
卷
一
上
︒
大
正
三
七
・
六
一
八
下
)

隋
・
智
顗

眞﹅

如﹅

の
あ
る
が
ま
ま
の
^
か
ら
來﹅

て﹅

佛
£

(覺
り
)

を
完
成
で
き
た
か
ら
︑
そ
れ
故
に
如
來
と
呼
ぶ
︒
つ
ま
り
眞
實
︹
を
m
識
す
る
︺
智

o
を
完
成
し
た
こ
と
を
說
*
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

從
眞﹅

如﹅

實
相
中
來﹅

︑
而
得
成
佛
£
︑
故
名
如
來
︑
卽
釋
成
實
智
也
︒
(﹃
妙
法
蓮
華
經
�
句
﹄
卷
三
下
︒
大
正
三
四
・
四
一
下
)

こ
れ
ら
は
﹁
如
來
﹂
と
﹁
眞
如
﹂
と
を
結
び
つ
け
︑﹁︹
衆
生
を
救
濟
す
る
と
い
う
目
>
の
爲
に
︑
一
人
覺
り
に
安
Ä
せ
ず
︺︑
眞
如
か
ら
︹
こ

の
衆
生
世
界
に
︺
戾
っ
て
來
た
者
﹂
の
こ
と
を
﹁
如
來
﹂
と
稱
す
る
と
い
う
方
向
を
强
¯
す
る
語
義
解
釋
で
あ
る
︒

｢如
來
﹂
の
Ø
な
る
中
國
>
展
開
は
︑
﹃
大
乘
�
信
論
﹄
の
成
立
後
︑
そ
の
影
¨
を
]
け
た
�
獻
に
顯
著
に
見
ら
れ
る
︒
殘
念
な
が
ら
︑
そ
の
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�
初
の
人
物
が
誰
か
特
定
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
が
︑﹃
大
乘
�
信
論
﹄
の
說
く
﹁
本
覺
﹂
と
﹁
始
覺
﹂
と
い
う
用
語
が
如
來
の
怨
た
な
語
義

解
釋
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
︒
﹁
本
覺
﹂
は
衆
生
に
本
來
か
ら
備
わ
っ
て
い
る
覺
り
を
指
し
︑﹁
始
覺
﹂
は
�
初
覺
っ
て
い
な
か
っ
た
@
え
る

衆
生
が
佛
の
敎
說
を
聞
く
こ
と
を
契
機
と
し
て
得
る
覺
り
を
指
す
︑﹃
大
乘
�
信
論
﹄
の
�
語
で
あ
る
︒
こ
の
二
種
を
區
別
し
て
用
い
︑
本
覺

と
始
覺
い
ず
れ
の
�
味
で
も
覺
っ
た
者
が
﹁
如
來
﹂
を
呼
ぶ
と
い
う
語
義
の
擴
大
が
法
藏
の
﹃
大
乘
�
信
論
義
記
﹄
卷
上
に
見
ら
れ
る
︒

さ
ら
に
ま
た
︑
生
滅
門

(現
象
>
な
諸
存
在
の
生
成
D
滅
を
說
く
門
戶
)

に
お
い
て
は
︑︹
第
一
解
釋
と
し
て
︺
本﹅

覺﹅

を﹅

如﹅

と﹅

呼﹅

び﹅

︑
始﹅

覺﹅

を﹅

來﹅

と﹅

呼﹅

ぶ﹅

︒
本
覺
と
始
覺
は
同
じ
で
あ
り
不
二
で
あ
る
か
ら
︑︹
正
覺
者
を
︺
如
來
と
名
づ
け
る
︒
か
く
し
て
﹃
轉
法
輪
論
﹄
に
﹁
眞
諦
を

如
と
呼
び
︑
正
覺
を
來
と
呼
ぶ
︒
眞
諦
を
正
覺
す
る
か
ら
︑
如
來
と
名
づ
け
る
﹂
と
言
わ
れ
る
︒︹
第
二
解
釋
と
し
て
は
︺
こ
こ
で
直
接

體
得
さ
れ
る
眞
實
の
理
法
を
﹁
如
﹂
と
呼
び
︑
直
接
>
に
體
得
す
る
(
體
で
あ
る
無
分
別
智
を
﹁
來
﹂
と
呼
ぶ
︒
衆
生
た
ち
は
︑
ま
だ
無

分
別
智
が
備
わ
っ
て
い
な
い
時
點
で
は
︹﹁
如
來
﹂
で
は
な
く
︑︺﹁
如
無
來
﹂
で
あ
る

(=

/
如
無
來
︒
如
は
あ
る
が
來
は
な
い
)
︒
こ
の
︹
無

分
別
智
︺
の
心
に
依
據
し
て
如
來
が
成
就
す
る
の
だ
か
ら
︑
こ
の
︹
無
分
別
智
︺
の
心
こ
そ
が
如
來
の
根
本
の
�
味
で
あ
る
︒

印
生
滅
門
中
︑
本﹅

覺﹅

名﹅

如﹅

︑
始﹅

覺﹅

名﹅

來﹅

︑
始
本
不
二
︑
名
曰
如
來
︒
故
﹃
轉
法
輪
論
﹄
云
︑﹁
眞
諦
名
如
︒
正
覺
名
來
︒
正
覺
眞
諦
︑
故

名
爲
如
來
﹂︒
此
卽
¦
證
眞
理
名
如
︑
能
證
無
分
別
智
名
來
︒
諸
衆
生
未
/
無
分
別
智
時
︑
是
如
無
來
也
︒
今
以
如
來
依
此
心
成
故
︑
名

此
心
爲
如
來
根
本
之
義
︒
(大
正
四
四
・
二
四
九
上
)

こ
こ
に
引
用
さ
れ
る
﹃
轉
法
輪
論
﹄
は
天
親
y
︑
毘
目
智
仙
譯
﹃
轉
法
輪
經
憂
波
提
舍
﹄
(五
四
一
年
譯
)

か
と
推
測
す
る
が
︑
Ý
合
す
る
�
を

見
出
せ
な
い
︒
論
営
の
中
心
の
一
つ
は
﹁
本﹅

覺﹅

名﹅

如﹅

︑
始﹅

覺﹅

名﹅

來﹅

﹂
と
い
う
﹁
如
來
﹂
の
第
一
解
釋
に
あ
ろ
う
︒
本
覺
に
は
時
閒
の
經
ï
に
よ

る
變
�
は
な
い
か
ら
﹁
如
﹂
と
似
た
性
質
が
あ
り
︑
始
覺
に
は
あ
る
時
に
悟
り
を
得
る
と
い
う
動
き
が
あ
る
か
ら
﹁
來
﹂
と
い
う
動
き
を
示
す

眞如の諸解釋

57



動
詞
に
Ý
う
�
素
は
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
う
だ
と
し
て
も
︑
こ
れ
で
は
︑
本
覺
と
始
覺
は
同
一
不
二
だ
か
ら
﹁
如
﹂
で
あ
り
﹁
來
﹂
で
あ
る
と

言
わ
れ
て
も
�
得
で
き
ぬ
奇
妙
さ
で
あ
る
︒
第
二
解
釋
に
お
い
て
は
﹁
如
﹂
と
﹁
來
﹂
を
m
識
對
象
と
m
識
作
用
に
�
分
す
る
が
︑
な
ぜ
そ
の

m
識
が
﹁
來
﹂
で
あ
っ
て
﹁
去
﹂
で
は
な
い
か
が
筆
者
に
は
理
解
で
き
ず
︑
や
は
り
狐
に
つ
ま
ま
れ
た
よ
う
な
感
じ
が
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
奇

妙
さ
を
ぬ
ぐ
い
き
れ
な
い
語
義
解
釋
で
は
あ
る
が
︑
イ
ン
ド
佛
敎
に
存
在
し
な
か
っ
た
怨
た
な
解
釋
の
局
面
を
示
す
の
は
疑
い
な
い
︒

因
み
に
︑﹁
本﹅

覺﹅

名﹅

如﹅

︑
始﹅

覺﹅

名﹅

來﹅

﹂
は
八
世
紀
の
曇
曠
¡
﹃
大
乘
�
信
論
略
営
﹄
卷
上
に
﹁
本﹅

覺﹅

名﹅

如﹅

︑
始﹅

覺﹅

名﹅

來﹅

︑
始
本
不
衣
︑
名
曰

如
來
﹂
(大
正
八
五
・
一
〇
九
一
上
)

と
あ
り
︑
同
¡
﹃
大
乘
�
信
論
廣
釋
﹄
卷
五

(大
正
八
五
・
一
一
七
〇
下
)

に
も
同
�
を
確
m
で
き
る
︒
ま
た

宗
密
﹃
大
方
廣
圓
覺
修
多
羅
了
義
經
略
駅
�
﹄
卷
上
之
一
に
も
﹁
如
來
﹂
と
い
う
見
出
し
語
の
下
に
﹁
本﹅

覺﹅

名﹅

如﹅

︑
始﹅

覺﹅

名﹅

來﹅

︑
始
本
不
二
︑

名
曰
如
來
︒
是
則
衆
生
/
本
無
始
︑
是
如
不
來
﹂
(大
正
三
九
・
五
二
九
中
)

と
類
似
す
る
說
*
を
確
か
め
ら
れ
︑
さ
ら
に
時
代
を
下
れ
ば
袾
宏

補
}
﹃
修
設
瑜
伽
集
�
施
食
壇
儀
﹄
に
も
﹁
覺
/
始
本
之
衣
︒
本﹅

覺﹅

爲﹅

如﹅

︑
始﹅

覺﹅

爲﹅

來﹅

︑
始
本
不
二
︑
名
爲
如
來
﹂
(續
藏
一
︑
二
︑
九
︑
五
︑
四

三
三
表
上
)

と
い
う
解
說
が
あ
る
か
ら
︑
法
藏
の
解
釋
は
︑
當
時
と
直
後
の
敎
理
學
に
一
定
の
影
¨
を
與
え
た
の
で
あ
ろ
う
︒

b

｢
如
來
藏
﹂
﹁
佛
性
﹂
﹁
自
性
淸
淨
心
﹂

｢眞
如
﹂
が
如
來
の
﹁
如
﹂
を
指
す
と
い
う
解
釋
を
一
步
�
め
れ
ば
︑﹁
如
來
﹂
と
關
連
す
る
﹁
眞
如
﹂
は
﹁
如
來
藏
﹂
と
そ
の
同
義
語
﹁
佛

性
﹂﹁
自
性
淸
淨
心
﹂
と
も
繫
が
る
こ
と
が
容
易
に
知
ら
れ
る
︒
事
實
︑
眞
諦
譯
﹃
佛
性
論
﹄
に
は
﹁
如
來
﹂
と
﹁
如
來
藏
﹂
を
繫
げ
る
論
営

が
あ
り

(大
正
三
一
・
七
九
五
下
～
七
九
六
上
)
︑﹁
佛
性
と
は
人
無
我
・
法
無
我
の
二
種
の
空
に
よ
り
示
さ
れ
る
眞
如
に
ほ
か
な
ら
ぬ

(佛
性
者
︑

卽
是
人
法
二
空
¦
顯
眞
如
)
﹂
と
言
わ
れ
る

(七
八
七
中
)
︒
さ
ら
に
︑
如
來
藏
思
想
に
お
い
て
は
﹁
自
性
淸
淨
心
﹂
と
い
う
槪
念
も
肝
�
で
あ
る
︒

原
語
は

p
ra
k
ṙty
ā
citta
p
ra
b
h
ā
sv
a
ra
ḣ
(本
然
と
し
て
淸
ら
か
な
心
)

で
あ
り
︑
漢
譯
佛
典
で
は
求
�
跋
陀
羅
譯
﹃
v
鬘
經
﹄
に
繰
り
×
し
登
場

す
る
︒
淸
ら
か
さ
と
は
人
に
本
來
備
わ
る
﹁
佛
性
﹂
(佛
と
な
る
潛
在
力
)

を
指
し
︑﹁
如
來
﹂﹁
眞
如
﹂
と
も
繫
が
る
︒
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c

｢
法
性
﹂
﹁
法
界
﹂
﹁
法
身
﹂

法
界

(眞
實
在
の
領
域
)

と
は
@
い
を
離
れ
た
事
物
の
あ
る
が
ま
ま
の
^
︑
凡
夫
の
﹁
分
別
﹂
(事
物
の
あ
る
が
ま
ま
と
�
の
^
を
思
い
計
ら
う
心
)

と
無
緣
の
純
粹
世
界
を
指
す
佛
敎
語
だ
が
︑
こ
の
5
語
も
﹁
眞
如
﹂
と
不
可
分
で
あ
る
︒﹃
大
乘
�
信
論
﹄
が
﹁
門
﹂
(人
を
敎
え
に
í
く
入
り
口
)

と
し
て
立
て
る
﹁
心
眞
如
門
﹂
と
﹁
心
生
滅
門
﹂
の
二
門
の
う
ち
︑
�
者
を
﹁
心﹅

眞﹅

如﹅

ナ
ル
者
ハ
︑
卽
チ
是
レ
一﹅

法﹅

界﹅

ナ
リ
︑
大
イ
ナ
ル
總
相

ニ
シ
テ
法
門
ノ
體
ナ
リ
﹂
と
說
く
の
は
/
名
で
あ
る
︒

ほ
か
に
も
關
連
す
る
}
釋
�
を
擧
げ
る
に
暇
無
い
が
︑
煩
を
�
け
て
�
點
の
み
押
さ
え
て
お
こ
う
︒

�
す
る
に
こ
う
で
あ
る
︒
イ
ン
ド
の
原
語
で
は
分
解
で
き
な
い
は
ず
の
語
を
﹁
如
如
﹂
や
﹁
眞
如
﹂
と
譯
し
︑
二
字
の
そ
れ
ぞ
れ
を
區
別
し

て
}
解
す
る
と
︑﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
に
そ
れ
ぞ
れ
別
の
�
味
を
付
與
で
き
る
︒
し
か
し
分
析
の
目
標
は
そ
こ
で
は
な
い
︒
ひ
と
た
び
區
別
し
た

﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
が
﹁
眞
如
﹂
の
一
語
を
x
成
す
る
と
き
︑﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
は
相
互
補
完
>
役
割
を
果
た
す
︒
區
別
し
た
も
の
を
一
つ
に
再
瓜

合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
以
�
に
は
不
*
確
だ
っ
た
當
該
語
彙
を
多
角
>
重
層
>
に
理
解
さ
せ
︑
語
彙
の
1
う
領
域
に
廣
が
り
を
も
た
ら
す
の

で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
語
の
內
¼
す
な
わ
ち
�
味
が
擴
が
る
︒
こ
こ
か
ら
以
�
に
は
直
接
結
び
つ
く
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
複
數
の
重

�
槪
念
が
重
な
り
あ
い
︑
相
互
に
繫
が
り
を
Ú
し
始
め
る
︒
そ
の
結
果
︑﹁
眞
如
﹂﹁
如
來
﹂﹁
如
來
藏
﹂﹁
佛
性
﹂﹁
自
性
淸
淨
心
﹂﹁
法
性
﹂

﹁
法
界
﹂
と
い
っ
た
︑
も
と
も
と
別
の
含
み
と
�
�
で
\
わ
れ
て
い
た
(
�
語
が
相
互
に
繫
が
り
︑
一
部
�
味
を
共
/
し
︑
B
體
と
し
て
悟
り

の
世
界
を
樣
々
な
角
度
か
ら
描
寫
す
る
こ
と
に
寄
與
し
始
め
る
︒

こ
の
よ
う
な
�
味
に
お
い
て
︑
陳
の
南
嶽
o
思
の
¡
と
し
て
傳
わ
る
僞
書
﹃
大
乘
止
觀
法
門
﹄
は
︑
o
思
の
思
想
と
は
無
緣
と
し
て
も
︑

﹁
眞
如
﹂
を
鍵
と
し
て
佛
敎
の
說
く
實
在
世
界
や
正
覺
の
領
域
を
瓜
合
>
に
說
*
す
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
︒﹃
大
乘
止
觀
法
門
﹄
は
言
う
︒
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こ
の
心
は
自
性
淸
淨
心

(本
來
>
に
淸
ら
か
な
心
)

に
ほ
か
な
ら
ず
︑
さ
ら
に
眞
如
と
呼
び
︑
佛
性
と
も
呼
び
︑
さ
ら
に
法
身
と
も
呼
び
︑

如
來
藏
と
も
名
づ
け
︑
法
界
と
言
い
︑
法
性
と
も
言
う
︒
こ
の
よ
う
な
名
は
無
限
に
存
在
す
る
︒

此
心
卽
是
自
性
淸
淨
心
︑
印
名
眞
如
︑
亦
名
佛
性
︑
復
名
法
身
︑
印
稱
如
來
藏
︑
亦
號
法
界
︑
復
名
法
性
︒
如
是
等
名
無
量
無
邊
︒
(大

正
四
六
・
六
四
二
上
)
︒

一
見
す
る
と
佛
敎
語
の
單
な
る
羅
列
に
す
ぎ
ぬ
よ
う
に
見
え
る
が
︑
こ
の
よ
う
な
本
來
衣
な
る
5
語
の
等
値
�
を
引
き
�
こ
す
契
機
・
動
機

こ
そ
︑﹁
眞
如
﹂
を
﹁
眞
で
あ
り
如
で
あ
る
も
の
﹂
と
複
眼
>
に
捉
え
る
中
國
特
/
の
思
考
樣
式
な
の
で
あ
る
︒

結
本
稿
で
中
心
>
に
1
っ
た
の
は
﹁
眞
如
﹂
の
語
義
解
釋
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
を
﹁
歡
喜
﹂﹁
讚
歎
﹂﹁
煩
惱
﹂﹁
世
俗
﹂
﹁
潤
滑
﹂
﹁
方
�
﹂
そ
の

他
の
類
例
と
共
に
檢
討
し
た
︒
そ
れ
ら
に
共
A
す
る
性
格
は
︑
同
義
語
二
字
を
重
ね
る
熟
語
を
一
字
ご
と
に
區
別
し
て
說
*
し
た
後
に
再
瓜
合

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
�
初
の
素
朴
な
�
味
よ
り
も
Ý
用
範
圍
が
廣
大
す
る
こ
と
で
熟
語
の
�
味
>
深
ま
り
を
示
す
手
法
で
あ
っ
た
︒

Ø
に
そ
の
結
果
と
し
て
︑
本
來
は
語
の
發
生
も
�
味
も
別
で
あ
っ
た
﹁
眞
如
﹂﹁
如
來
﹂﹁
如
來
藏
﹂﹁
佛
性
﹂
﹁
法
性
﹂﹁
法
界
﹂
な
ど
の
諸

槪
念
が
一
字
ご
と
の
�
字
レ
ベ
ル
で
繫
が
り
を
Ú
し
始
め
︑
�
�
>
に
相
互
に
重
な
り
合
う
︑
世
界
の
唯
一
の
原
理
原
則
を
表
す
同
義
語
と
し

て
瓜
合
す
る
こ
と
を
示
し
た
︒

こ
の
よ
う
な
同
義
熟
語
の
分
析
と
再
瓜
合
に
よ
っ
て
�
味
に
廣
が
り
や
深
み
を
も
た
せ
る
手
法
は
漢
字
�
�
に
特
;
>
な
性
格
の
も
の
で
あ

る
︒
と
こ
ろ
が
中
國
佛
敎
}
釋
家
た
ち
は
︑
こ
の
手
法
を
イ
ン
ド
か
ら
到
來
し
た
外
國
人
學
僧
の
口
か
ら
も
發
言
さ
せ
る
形
を
と
る
こ
と
で
︑
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佛
敎
の
故
B
イ
ン
ド
の
敎
理
學
に
說
*
根
據
を
も
た
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
で
き
る

(第
五
�
末
の
論
営
を
も
參
照
さ
れ
た
い
)
︒

改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
︑
こ
う
し
た
漢
語
ベ
ー
ス
の
語
義
解
釋
は
︑
佛
敎
傳
來
以
�
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
中
國
の
學
5
や
}
釋
學
に
根
ざ

す
面
を
看
ï
し
て
は
な
ら
な
い
︒
辭
書
に
も
記
載
さ
れ
る
一
般
>
例
を
擧
げ
る
な
ら
︑﹃
周
禮
﹄
天
官
︑
疾
醫
に
﹁
掌
養
萬
民
之
疾
病
︱
︱
萬

民
ノ
疾
病
ヲ
掌
養
ス
﹂
と
言
う
﹁
疾
病
﹂
と
い
う
語
に
つ
い
て
︑
@
初
の
賈
公
彥
の
駅
は
﹁
疾
輕
︑
病
重
︱
︱
疾
ハ
輕
く
︑
病
ハ
重
シ
﹂
と

區
別
し
て
﹁
疾
病
﹂
は
疾
患
の
輕
度
も
重
度
も
含
む
語
と
解
釋
し
︑
熟
語
の
�
味
を
擴
げ
た
︒
こ
れ
と
同
じ
語
義
解
釋
は
︑
佛
典
に
お
い
て
も

見
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
隋
の
吉
藏
が
﹃
v
鬘
寶
窟
﹄
︱
︱
求
�
跋
陀
羅
譯
﹃
v
鬘
經
﹄
に
對
す
る
}
釋
︱
︱

に
お
い
て
十
]
違
の
經
�
﹁
若

見
孤
獨
︑
幽
繫
︑
疾
病
︑
種
種
厄
難
︑
困
苦
衆
生
︑
�
不
暫
ý
︑
必
欲
安
隱
﹂
(大
正
一
二
・
二
一
七
下
)

す
な
わ
ち
﹁
若
シ
孤
獨
︑
幽
繫
︑
疾

病
︑
種
々
厄
難
︑
困
苦
ノ
衆
生
を
見
バ
︑
�
ニ
暫
シ
モ
ý
テ
ズ
︑
必
ズ
安
隱
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
﹂
と
い
う
一
�
に
出
る
﹁
孤
獨
﹂﹁
疾
病
﹂

﹁
困
苦
﹂
の
語
を
7
の
よ
う
に
說
*
す
る
の
は
︑
直
�
に
言
 
し
た
賈
公
彥
の
手
法
と
同
じ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

父
が
い
な
い
︹
子
︺
を
孤﹅

と
い
い
︑
介
護
す
る
︹
子
︺
の
い
な
い
老
人
を
獨﹅

と
い
う
︒
⁝
⁝
輕
い
患
い
を
疾﹅

と
い
い
︑
重
度
の
も
の
を
病﹅

と
稱
す
る
︒
⁝
⁝
し
ば
し
ば
窮
乏
す
る
こ
と
を
困﹅

と
稱
し
︑
;
<
す
る
煩
惱
を
苦﹅

と
名
づ
け
る
︒

無
父
曰
孤﹅

︑
老
人
無
侍
曰
獨﹅

︒
⁝
⁝
患
之
輕
者
曰
疾﹅

︑
重
者
稱
病﹅

︒
⁝
⁝
數
窮
稱
困﹅

︑
;
惱
名
苦﹅

︒
(吉
藏
﹃
v
鬘
寶
窟
﹄
卷
上
之
末
︒
大
正

三
七
・
二
三
上
～
中
)

吉
藏
が
こ
う
}
釋
す
る
�
圖
は
容
易
に
理
解
で
き
る
︒
佛
敎
の
利
他
行

(他
者
救
濟
)

を
園
底
し
て
行
う
た
め
に
救
濟
對
象
を
可
能
な
限
り
擴

大
し
て
同
義
語
に
ì
度
の
差
を
與
え
︑
熟
語
の
�
味
を
廣
げ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
疾
病
﹂
の
み
な
ら
ず
︑﹁
孤
獨
﹂
も
儒
學
の
經
典
に
現
れ
︑

}
釋
家
に
よ
っ
て
解
說
さ
れ
て
い
る
︒
﹃
禮
記
﹄
王
制
に
﹁
少
而
無
父
者
謂
之
孤﹅

︑
老
而
無
子
者
謂
之
獨﹅

﹂
と
出
る
語
で
あ
り
︑﹃
孟
子
﹄
梁
惠
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王
違
º
下
に
﹁
老
而
無
子
曰
獨﹅

︑
幼
而
無
父
曰
孤﹅

﹂
と
あ
る
︒

｢眞
如
﹂
の
語
義
解
釋
の
基
盤
と
し
て
﹃
大
乘
�
信
論
﹄
と
﹃
成
唯
識
論
﹄
の
二
書
︑
と
く
に
後
者
に
着
目
し
た
の
は
�
義
深
い
︒
漢
語
特

/
の
語
義
解
釋
と
漢
語
に
基
づ
く
思
考
の
基
盤
が
︑
中
國
傳
瓜
の
解
釋
學
・
}
釋
學
を
淵
源
と
す
る
一
方
で
︑
そ
の
根
據
を
イ
ン
ド
の
典
籍
に

求
め
よ
う
と
し
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
﹁
眞
如
﹂
の
語
義
解
釋
は
イ
ン
ド
と
中
國
の
學
5
雙
方
が
關
與
す
る
希
/
の
地
點
に
生
ま
れ
た
の
だ
︒

こ
の
う
ち
中
國
>
學
5
の
側
面
は
︑
古
い
�
字
を
正
し
く
理
解
す
る
と
い
う
�
味
の
訓
詁
の
原
義

(
福
滿
一
九
九
八
)

と
は
Ï
っ
て
い
る
︒
し

か
し
廣
い
�
味
で
繫
が
る
の
は
閒
Ï
い
な
い
で
あ
ろ
う
︒﹁
眞
如
﹂
そ
の
他
の
語
義
}
釋
に
お
い
て
は
︑﹁
眞
﹂
や
﹁
如
﹂
等
の
漢
字
一
字
の
�

味
を
別
な
漢
字
で
解
說
す
る
手
法
が
E
ら
れ
た
が
︑
そ
こ
に
は
訓
詁
學
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
$
訓

︱
︱
漢
字
$
の
同
$
性
や
¢
似
性
に
基

づ
く
言
い
奄
え
や
解
說

︱
︱

は
關
係
せ
ず
︑
第
三
�
で
詳
し
く
取
り
上
げ
た
よ
う
に
︑
專
ら
﹁
眞=

眞
實
﹂
と
す
る
﹃
成
唯
識
論
﹄
說
︑

﹁
眞=

不
壞
﹂﹁
眞=

不
變
﹂
と
す
る
法
藏
說
︑﹁
眞=

體
非
僞
妄
﹂
と
す
る
宗
密
第
二
說
な
ど
が
生
ま
れ
た
︒﹁
如
﹂
に
つ
い
て
も
﹁
如=

如

常
﹂
と
す
る
﹃
成
唯
識
論
﹄
說
︑
﹁
如=

無
衣
﹂﹁
如=

順
緣
﹂
と
す
る
法
藏
說
︑﹁
如=

性
無
改
衣
﹂
と
す
る
宗
密
第
二
說
な
ど
が
あ
っ
た
︒

こ
れ
ら
を
A
覽
す
る
と
﹁
眞
如
﹂
の
語
義
解
釋
に
い
つ
も
必
ず
で
は
な
い
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
は
︑
あ
る
槪
念
X
を
說
*
す
る
の
に
そ
の

對
義
語
Y
を
引
き
合
い
に
出
し
︑
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
元
の
漢
字
の
�
味
を
說
*
す
る
二
重
否
定
法
で
あ
る
︒
こ
れ
を
單
純
�
す

れ
ば
﹁
X=

非
Y
﹂
ま
た
は
﹁
X=

不
Y
﹂
ま
た
は
﹁
X=
無
Y
﹂
と
い
う
形
式
で
あ
る
︒
こ
う
形
式
�
す
る
と
餘
り
に
も
味
氣
な
く
︑
思
想

の
片
鱗
す
ら
感
じ
ら
れ
ぬ
印
象
と
な
ろ
う
が
︑
案
外
そ
う
で
は
な
い
︒
元
槪
念
を
そ
の
對
槪
念
の
否
定
に
よ
っ
て
解
說
す
る
こ
と
は
イ
ン
ド
の

}
釋
學
で
は
�
ば
常
套
手
段
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
﹁
眞
如
﹂
の
原
語

ta
th
a
tā
は
︑
イ
ン
ド
語
�
獻
で
は

ta
th
a
tā
と

a
-
v
ita
th
a
tā
(
ta
th
a
tā
の

對
義
語
v
ita
th
a
tā﹁
そ
う
で
な
い
性
﹂
に
否
定
辭

a
-を
付
し
た
語
)

は
同
義
と
し
て
用
い
ら
れ
る
︒

一
方
︑﹁
眞
如
﹂
の
語
義
解
釋
に
A
じ
る
イ
ン
ド
の
學
5
と
は
︑
正
瓜
の
パ
ー
ニ
ニ
�
法
に
基
づ
く
�
法
學
で
は
な
く
︑
あ
る
種
そ
の
對
極

と
も
言
う
べ
き
土
着
>
・
民
衆
>
に
し
て
A
俗
>
な
語
源
解
釋
fo
lk
e
ty
m
o
lo
g
y
で
あ
る
︒
こ
の
現
代
>
表
記
に
相
當
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
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語
は
複
數
あ
る
︒
す
な
わ
ち
語
源
論
・
語
源
解
釋
を
�
味
す
る
同
義
語
ニ
ル
ク
テ
ィ

n
iru
k
ti︑
ニ
ル
ク
タ

n
iru
k
ta
︑
ニ
ル
ヴ
ァ
チ
ャ
ナ

n
ir-

v
a
ca
n
a
の
い
ず
れ
か
で
表
現
さ
れ
る(28

)

︒
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
學
5
と
し
て
の
パ
ー
ニ
ニ
�
法
學
や
�
法
學
者
か
ら
は
﹁
A
俗
>
﹂
で
荒
@
無
稽

な
素
人
の
戲
言
の
よ
う
に
低
F
に
1
わ
れ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
實
際
の
イ
ン
ド
の
}
釋
�
獻
に
お
い
て
は
︑
佛
敎
・
非
佛
敎
を
問
わ
ず
︑
數
百

年
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
長
き
に
わ
た
り
連
綿
と
]
け
繼
が
れ
發
展
し
た
語
義
解
釋
法
で
あ
っ
た
︒
こ
の
傳
瓜
は
パ
ー
ニ
ニ
と
の
年
代
>
先
後

關
係
が
問
題
視
さ
れ
た
ま
ま
今
に
至
る
ヤ
ー
ス
カ

Y
ā
su
k
a
作
﹃
ニ
ル
ク
タ

N
iru
k
ta﹄
に
基
づ
く
と
す
る
の
が
A
例
で
あ
る(29

)

︒

A
俗
語
源
解
釋
の
卑
¢
な
例
を
擧
げ
よ
う
︒
パ
ー
ラ
ミ
タ
ー

p
ā
ra
m
itā
(
漢
字
$
譯
﹁
波
羅
蜜
／
波
羅
蜜
多
﹂
)

を
﹁
到
彼
岸
﹂
す
な
わ
ち

﹁︹
@
い
の
對
極
に
あ
る
︑
悟
り
と
い
う
︺
向
こ
う
岸
に
至
っ
た
﹂
と
譯
す
の
は
︑
A
俗
>
語
源
解
釋
に
よ
る
解
釋
で
あ
る
︒
正
規
�
法
に
基
づ

く
場
合
は
︑
p
a
ra
m
a
(こ
の
上
な
き
︑
�
高
の
)

と
い
う
語
形
の
女
性
形
p
ā
ra
m
ī
に
接
尾
辭

-
tā
を
付
し
た
形
で
あ
る
と
�
法
に
則
っ
て
解
し
︑

﹁
完
成

p
e
rfe
c
tio
n
﹂
と
譯
す

(三
映
一
九
八
一
・
一
四
一
～
四
六
)
︒
一
方
︑
A
俗
語
源
解
釋
で
は

p
ā
ra
m+

i-
ta
と
B
く
別
の
形
に
分
解
し
︑

﹁
向
こ
う
︹
の
岸
︺
に
至
り
了
っ
た

(動
詞

i﹁
行
く
﹂
の
完
了
分
詞
)
﹂
と
い
う
現
代
語
譯
と
﹁
到
彼
岸
﹂
と
い
う
漢
譯
を
あ
て
る
︒
こ
の
分
析
法

は
正
規
�
法
で
は
å
り
と
見
な
さ
れ
る
︒
し
か
し
學
5
を
重
ん
じ
て
漢
譯
し
た
玄
奘
で
す
ら
﹁
到
彼
岸
﹂
と
い
う
譯
を
﹃
大
般
若
經
﹄
そ
の
他

で
繰
り
×
し
\
用
し
て
い
る
ほ
ど
︑
救
濟
論
>
�
義
と
繫
が
る
︑
直
感
>
に
分
か
り
易
い
解
釋
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
﹁
å
っ
た
﹂
解
釋
は
︑
佛
敎
興
�
以
�
か
ら
イ
ン
ド
學
5
の
一
H
を
擔
い
︑
長
[
に
わ
た
り
繼
承
さ
れ
︑
樣
々
な
}
釋
�
獻
で
活

用
さ
れ
た
︒
¢
年
︑
イ
ン
ド
思
想
6
と
イ
ン
ド
大
乘
佛
敎
6
に
お
い
て
は
︑
A
俗
語
源
解
釋
の
價
値
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
肯
定
>
に
再
�
價
し

よ
う
と
す
る
動
き
が
現
れ
始
め
て
い
る

(梶
山
一
九
八
七
︑
B
ro
n
k
h
o
rst
1
9
8
1
,
1
9
8
4
,
2
0
0
1
,
2
0
1
7
,
K
a
h
rs
1
9
9
8
,
眞
野
二
〇
〇
一
︑
A
p
p
le
2
0
0
9
)
︒
さ
ら

に
ま
た
︑
佛
典
の
チ
ベ
ッ
ト
語
譯
を
作
成
す
る
際
に
も
︑
イ
ン
ド
學
僧
か
ら
學
ん
だ
A
俗
語
源
解
釋
を
活
用
す
る
こ
と
で
分
か
り
易
く
︑
か
つ

敎
理
學
>
傳
瓜
と
も
合
致
す
る
チ
ベ
ッ
ト
語
譯
を
作
成
す
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
︑
�
義
を
以
�
よ
り
重
視
す
る
傾
向
に
あ
る
︒

A
俗
>
語
源
解
釋
は
極
め
て
魅
力
>
で
腑
に
落
ち
る
性
質
で
あ
る
反
面
︑
胡
散
臭
く
︑
ス
リ
リ
ン
グ
な
﹁
危
な
い
﹂
解
釋
と
し
て
︑
學
5
>
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に
無
價
値
な
素
人
の
解
釋
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
︒
ま
た
︑
A
俗
>
語
源
解
釋
は
﹁
$
A
﹂
に
よ
る
語
義
解
釋
を
用
い
る
こ
と
も
多
く
︑

そ
れ
は
佛
典
の
}
釋
書
に
も
頻
繁
に
現
れ
る(30

)

︒
そ
れ
が
ダ
ジ
ャ
レ
や
語
呂
合
わ
せ
と
變
わ
ら
な
い
︑
A
俗
な
ら
ぬ
低
俗
に
墮
す
こ
と
も
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
宗
敎
に
お
け
る
»
典
の
解
釋
活
動
を
A
6
>
に
と
ら
え
る
と
き
︑
怨
た
な
時
代
の
怨
た
な
解
釋
が
å
解
や
不
自
然
な
解
釋
を

切
っ
掛
け
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
正
し
い
解
釋
と
行
き
ï
ぎ
た
解
釋
は
ま
さ
に
紙
一
重
で
あ
る
︒

古
典
に
基
づ
く
思
想
6
は
︑
古
典
の
解
釋
6
で
あ
る
︒
中
國
佛
敎
思
想
6
も
ま
た
然
り
︒
古
い
漢
譯
佛
典
や
祖
師
の
論
書
に
}
釋
を
付
し
な

が
ら
︑
同
時
に
自
ら
の
解
釋
を
も
示
す
こ
と
を
繰
り
×
し
た
歷
6
で
あ
っ
た
︒
中
國
中
世
よ
り
Ø
に
後
代
︑
日
本
に
お
い
て
も
親
鸞

(一
一
七

三
～
一
二
六
二
)

は
@
の
善
í
の
解
釋
を
﹁
轉
釋
﹂
と
い
う
方
法
で
解
し
︑
�
味
の
讀
み
奄
え
を
行
っ
た
︒
そ
の
場
合
︑
親
鸞
の
﹁
轉
釋
﹂
に

よ
る
解
釋
は
︑
字
訓
釋
・
字
象
釋
と
な
ら
ぶ
解
釋
法
で
あ
っ
た

(
�
田
一
九
〇
〇
・
七
七
～
八
五
︑
梶
山
一
九
九
七
・
三
四
五
～
五
五
)
︒
こ
の
よ
う
な

樣
々
な
�
味
で
︑
漢
字
佛
敎
�
獻
に
お
け
る
A
俗
>
語
源
解
釋
の
潛
在
力
と
創
y
力
を
決
し
て
ï
小
�
價
し
て
は
な
ら
な
い
︒

�
後
に
︑
本
論
考
か
ら
將
來
>
に
í
き
出
さ
れ
る
可
能
性
あ
る
方
向
性
と
し
て
︑
中
國
佛
敎
思
想
6
に
際
立
っ
た
一
つ
の
傾
向
に
觸
れ
た
い
︒

複
雜
な
格
變
�
な
ど
の
�
法
規
則
に
よ
っ
て
事
象
を
區
別
し
細
分
�
し
て
分
析
>
に
営
べ
る
に
長
じ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
基
づ
く
思
考
と

衣
な
り
︑
格
變
�
も
な
く
︑
單
數
・
複
數
の
區
別
も
能
動
・
]
動
の
區
別
も
殊
Ø
*
確
に
し
な
い
漢
語
に
よ
る
思
考
法
は
︑
來
歷
を
事
に
す
る

諸
の
5
語
を
瓜
合
し
︑
鯵
素
�
す
る
傾
向
を
顯
著
に
生
み
出
し
た
︒﹁
眞
如
﹂
の
場
合
も
︑﹁
眞
﹂
と
﹁
如
﹂
と
に
區
別
す
る
こ
と
は
解
釋
の
�

�
目
>
で
は
な
か
っ
た
︒
も
と
も
と
﹁
眞
如
﹂
と
い
う
奇
妙
な
一
語
に
い
か
な
る
�
味
を
付
與
す
べ
き
か
を
理
詰
め
で
示
す
ï
ì
で
﹁
眞
﹂
と

﹁
如
﹂
と
に
區
別
し
て
分
析
し
た
に
す
ぎ
な
い
︒
目
標
は
そ
こ
で
は
な
く
︑
分
析
し
區
別
し
た
二
語
を
再
び
元
の
よ
う
に
瓜
合
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
元
の
﹁
眞
如
﹂
の
�
味
を
深
め
︑
よ
り
よ
く
解
釋
し
︑
多
樣
な
事
象
を
瓜
括
し
︑
い
わ
ば
﹁
一
元
�
﹂
を
í
く
原
理
原
則
と
し
て
示
す

こ
と
︑
そ
れ
が
語
義
解
釋
の
目
>
で
あ
っ
た
︒﹁
眞
如
﹂
と
﹁
如
來
﹂
は
﹁
如
﹂
の
解
釋
を
A
じ
て
よ
り
强
く
結
び
付
き
︑﹁
如
來
﹂
と
﹁
如
來

藏
﹂
と
︑
そ
し
て
後
者
の
同
義
語
﹁
佛
性
﹂﹁
自
性
淸
淨
心
﹂
と
が
繫
が
り
︑
元
來
別
の
�
�
と
�
味
で
用
い
ら
れ
た
﹁
法
性
﹂﹁
法
界
﹂
︑
や
︑
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﹁
如
來
﹂
の
本
質
で
あ
る
﹁
法
身
﹂
と
が
重
層
>
に
結
合
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
衣
な
る
5
語
槪
念
の
瓜
合
と
整
理
が
な
さ
れ
た
︒

中
國
佛
敎
思
想
に
お
い
て
し
ば
し
ば
存
在
の
眞
の
あ
り
方
を
示
す
言
葉
と
し
て
︑
地
論
宗
に
始
ま
り
@
代
華
嚴
學
で
開
花
し
た
﹁
一
卽
一
切
︑

一
切
卽
一
﹂
が
廣
く
知
ら
れ
る
︒
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒﹁
無
﹂
も
﹁
£
﹂
も
根
源
>
あ
り
方
を
示
す
語
と
し
て
諸
�
獻
に
現
れ
る
︒

イ
ン
ド
に
端
を
發
す
る
﹁
空
﹂
も
然
り
で
あ
る
︒
こ
の
ほ
か
︑
中
國
思
想
に
お
い
て
本
質
と
現
象
︑
原
理
原
則
と
森
羅
萬
象
を
對
比
>
に
論
ず

る
用
語
と
し
て
は
︑﹁
一
﹂
と
﹁
多
﹂
︑
﹁
一
﹂
と
﹁
萬
﹂︑﹁
一
氣
﹂
と
﹁
萬
物
﹂
な
ど
の
語
も
重
�
で
あ
る

(
福
永
一
九
九
〇
)
︒
こ
の
�
味
に
お

い
て
︑
本
稿
に
取
り
上
げ
た
﹁
眞
如
﹂
の
語
義
解
釋
お
よ
び
﹁
眞
如
﹂
と
﹁
一
切
諸
法
﹂
の
關
係
性
は
︑
現
象
の
森
羅
萬
象
を
︑
そ
の
多
樣
性

を
m
め
つ
つ
一
元
�
し
よ
う
と
す
る
︑
中
國
佛
敎
に
特
/
な
�
�
と
個
物
の
思
想
6
と
し
て
Ø
に
硏
究
を
推
し
�
め
︑
將
來
︑
で
き
れ
ば
現
在

の
硏
究
狀
況
よ
り
Ø
に
斬
怨
な
視
座
を
提
供
で
き
る
よ
う
�
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
@
代
に
中
國
で
作
ら
れ
︑
鳩
�
羅
什
の
高
弟
の
僧
�
¡
と

僞
わ
っ
て
�
 
し
た
﹃
寶
藏
論
﹄
は
中
國
>
色
è
が
濃
厚
な
書
と
し
て
知
ら
れ
る
が
︑
そ
の
末
尾
で
︑
萬
物
を
貫
く
原
理
原
則
で
あ
る
﹁
眞
一

︱
︱
眞
實
に
し
て
一
な
る
も
の
﹂
と
は
何
か
を
︑
他
の
同
義
語
を
擧
げ
な
が
ら
︑
こ
う
論
ず
る
︒

し
か
る
に
そ
れ
は
﹁
眞
一
﹂
で
あ
り
な
が
ら
樣
々
な
名
を
も
つ
︑
樣
々
な
名
を
も
ち
な
が
ら
︑
一
義
に
歸
着
す
る
︒︹﹁
眞
一
﹂
は
︺
法
性

と
も
︑
法
身
と
も
︑
眞
如
と
も
︑
實
際
と
も
︑
虛
空
と
も
︑
佛
性
と
も
︑
𣵀
槃
と
も
︑
法
界
と
も
呼
ば
れ
︑
果
て
は
︑
本
際
と
も
如
來
藏

と
も
呼
ば
れ
る
︒
し
か
し
︹
こ
の
よ
う
な
︺
限
り
な
い
數
の
名
が
あ
る
が
︑
B
て
皆
な
﹁
眞
一
﹂
の
別
名
で
あ
り
︑
す
べ
て
一
義
を
生
ず

る
︒
⁝
⁝
一
義
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
收
ま
り
︑
そ
の
働
き
を
は
じ
め
る
と
限
り
な
く
︑
そ
れ
ら
を
︹
本
書
の
題
名
﹃
寶
藏
論
﹄
の
︺﹁
寶

藏
﹂
と
總
稱
す
る
︒
し
た
が
っ
て
對
象
の
森
羅
萬
象
の
源
を
*
ら
か
に
し
︑
根
本
の
m
識
の
由
來
を
論
じ
︑
太
淸
の
氣
に
果
て
し
な
く
廣

が
り
︑
妙
理
と
密
や
か
に
ぴ
た
り
と
符
合
す
る
︒
そ
れ
を
完
B
に
體
得
す
る
者
は
﹁
眞
一
﹂
と
合
一
し
︑
そ
れ
を
は
っ
き
り
知
る
者
は
奧

深
き
£
を
密
や
か
に
悟
る
︒
そ
れ
故
に
法
界
の
あ
り
の
ま
ま
の
^
を
*
か
し
︑
大
£
の
�
を
露
わ
に
す
る
の
だ
︒
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然
彼
眞
一
而
/
種
種
名
字
︑
雖
/
種
種
名
字
︑
�
同
一
義
︑
或
名
法
性
︑
法
身
︑
眞
如
︑
實
際
︑
虛
空
︑
佛
性
︑
𣵀
槃
︑
法
界
乃
至
本
際
︑

如
來
藏
︒
而
/
無
量
名
字
皆
是
眞
一
衣
名
︑
同
生
一
義
︒
⁝
⁝
一
義
該
收
︑
出
用
無
窮
︑
總
名
寶
藏
︒
是
以
闡
森
羅
之
義
府
︑
論
識
物
之

根
由
︒
虛
洞
太
淸
︒
陰
符
妙
理
︒
圓
之
者
體
合
眞
一
︑
了
之
者
密
悟
玄
A
︒
故
*
法
界
之
如
如
︑
顯
大
£
之
�
者
也
︒
(大
正
四
五
・
一
五

〇
上
)

右
の
一
�
を
紹
介
し
つ
つ
︑
將
來
の
中
國
佛
敎
思
想
6
硏
究
に
聊
か
の
[
待
と
希
Ò
を
0
め
て
結
び
と
す
る
︒

先
行
硏
究

赤
沼

(一
九
二
三
)

赤
沼
智
善
﹁
如
來
の
名
義
に
就
い
て
﹂︑
同
﹃
原
始
佛
敎
之
硏
究
﹄︑
破
塵
閣
書
J
︑
一
九
三
九
︑
三
〇
七
～
三
二
一

頁
︹
原
載
﹃
佛
敎
硏
究
﹄
四−

一
︑
一
九
二
三
︺︒

赤
沼

(一
九
二
九
)

同
﹁
�
信
論
の
眞
如
に
就
い
て
﹂︑
同
﹃
佛
敎
敎
理
之
硏
究
﹄︑
破
塵
閣
書
J
︑
一
九
三
九
︑
五
一
七
～
五
四
〇
頁

︹﹁
�
信
論
の
眞
如
に
就
て
﹂︑
原
載
﹃
大
谷
學
報
﹄
十−

一
︑
一
九
二
九
︺︒

赤
沼

(一
九
八
一
)

同
﹃
佛
敎
經
典
6
論
﹄︑
法
藏
館
︑
一
九
八
一
︑
復
刻
版
︒

畝
部

(一
九
七
〇
)

畝
部
俊
英
﹁
竺
佛
念
の
硏
究
﹂︑﹃
名
古
屋
大
學
�
學
部
硏
究
論
集
﹄
五
一
︑
一
九
七
〇
︑
三
～
三
八
頁
︒

榎
本

(一
九
八
八
)

榎
本
�
雄
﹁
初
[
佛
敎
思
想
の
生
成

︱
︱
北
傳
阿
含
の
成
立
﹂︑﹃
岩
波
L
座

東
洋
思
想

第
8
卷
﹄
︑
岩
波
書
店
︑

一
九
八
八
︑
九
九
～
一
一
六
頁
︒

鍵
(

(一
九
六
八
)

鍵
(
良
敬
﹃
華
嚴
敎
學
序
說

︱
︱
眞
如
と
眞
理
の
硏
究
﹄︑
�
榮
堂
︑
一
九
六
八
︒
な
お
同
氏
は
本
書
と
は
別
に

﹁
本
無
お
よ
び
如
・
眞
如
の
譯
出
に
つ
い
て
﹂︹﹃
大
谷
學
報
﹄
四
七−

四
︑
一
九
六
八
︑
三
四
～
五
七
頁
)
は
內
容

東 方 學 報

66



>
に
本
書
に
含
ま
れ
る
の
で
引
用
し
な
い
︺︒

梶
山

(一
九
八
七
)

梶
山
雄
一
﹁
佛
敎
思
想
6
に
お
け
る
親
鸞
﹂︑
同
﹃
大
乘
佛
典
︑
中
國
・
日
本
º
22
親
鸞
﹄︑
中
央
公
論
社
︑
一
九
八

七
︑
三
〇
五
～
四
三
〇
頁
︹
再
錄
﹃
梶
山
雄
一
著
作
集
第
六
卷
︑
淨
土
の
思
想
﹄︑
春
秋
社
︑
二
〇
一
三
︺︒

柏
木

(一
九
八
一
)

柏
木
弘
雄
﹃
大
乘
�
信
論
の
硏
究
﹄︑
春
秋
社
︑
一
九
八
一
︒

三
映

(一
九
八
一
)

三
映
閏
悳
﹁
槪
說

︱
︱
ボ
サ
ツ
︑
ハ
ラ
ミ
ツ
﹂︑
û
川
頴
・
梶
山
雄
一
・
高
崎
直
£

(
ø
)﹃
L
座
・
大
乘
佛
敎

1

︱
︱
大
乘
佛
敎
と
は
何
か
﹄︑
春
秋
社
︑
一
九
八
一
︑
八
九
～
一
五
二
頁
︒

櫻
井

(二
〇
一
七
)

櫻
井
唯
﹁
初
@
の
衣
國
僧

︱
︱
長
耳
三
藏
と
そ
の
思
想
﹂︑﹃
早
稻
田
大
學
�
學
硏
究
科
紀
�
﹄
六
二
︑
二
〇
一
七
︑

八
九
八
～
八
八
五
頁
︒

高
崎

(一
九
九
〇
)

高
崎
直
£
﹁
﹃
大
乘
�
信
論
﹄
の
眞
如
﹂︑﹃
高
崎
直
£
著
作
集
第
八
卷
︑
大
乘
�
信
論
・
楞
伽
經
﹄︑
春
秋
社
︑
二
〇

〇
九
︑
二
五
五
～
二
八
〇
頁
︹
原
載
﹃
佛
敎
學
﹄
二
九
︑
一
九
九
〇
︺︒

高
崎

(
二
〇
〇
五
)

同
﹁
佛
性
論
﹂
︑
高
崎
直
£
・
柏
木
弘
雄
﹃
國
譯
大
藏
經
︑
論
集
部
2
︑
佛
性
論
・
大
乘
�
信
論

(
舊
・
怨
二
譯
)
﹄︑

大
藏
出
版
︑
二
〇
〇
五
︑
九
～
三
三
三
頁
︒

長
尾

(一
九
五
四
)

長
尾
7
人
﹁
佛
敎
に
於
け
る
﹁
世
俗
﹂
(
sa
ṁ
v
ṙti)
と
い
う
語
の
一
解
釋
﹂︑
同
﹃
中
觀
と
唯
識
﹄︑
岩
波
書
店
︑
一

九
七
八
︑
三
〇
五
～
三
二
〇
頁
︹
N
a
g
a
o
M
.
G
a
d
jin
,
“
A
n
In
te
rp
re
ta
tio
n
o
f
th
e
T
e
rm

“
S
a
ṁ
v
ṙti”

(
C
o
n
v
e
n
tio
n
)
in

B
u
d
d
h
ism
,”
S
ilv
er
Ju
b
ilee
V
o
lu
m
e
o
f
th
e
Z
in
b
u
n
-
K
a
g
a
k
u
-
K
en
k
y
u
sy
o
K
y
o
to

U
n
iv
ersity
,”
K
y
o
to
,
1
9
5
4
,
p
p
.5
5
0
-
5
6
1
を
﹃
中
觀
と
唯
識
﹄
收
錄
す
る
に
際
し
和
譯

(桂
紹
隆
譯
)︺
︒

長
尾

(一
九
八
七
)

同
﹃
攝
大
乘
論
︱
︱
和
譯
と
}
解

(下
)﹄︑
L
談
社
︑
一
九
八
七
︒

中
村
・
紀
野

(二
〇
〇
一
)

中
村
元
・
紀
野
一
義
﹃
般
若
心
經
・
金
剛
般
若
經
﹄︑
ワ
イ
ド
版
岩
波
�
庫
︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
一
︒
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û
川

(一
九
七
三
)

û
川
頴
﹃
大
乘
�
信
論
﹄︑
佛
典
L
座
22
︑
大
藏
出
版
︑
一
九
七
三
︒

福
永

(一
九
九
〇
)

｢一
と
多
﹂
︑
﹃
岩
波
L
座
・
東
洋
思
想

第
一
四
卷

中
國
宗
敎
思
想
2
﹄︑
岩
波
書
店
︑
一
四
一
～
一
五
三
頁
︒

福
滿

(一
九
九
八
)

福
滿
正
T
﹁
訓
詁
學
硏
究

(四
)﹂︑﹃
*
治
大
學
敎
養
論
集
﹄
三
〇
九
︑
一
九
九
八
︑
六
九
～
一
〇
〇
頁
︒

�
山

(二
〇
〇
七
)

�
山
園
﹁
﹁
如
是
我
聞
﹂
か
﹁
如
是
我
聞
一
時
﹂
か
︱
︱
六
?
隋
@
の
﹁
如
是
我
聞
﹂
解
釋
6
へ
の
怨
視
角
﹂
︑﹃
法

鼓
佛
學
學
報
﹄
一
︑
二
〇
〇
七
︑
二
四
一
～
二
七
五
頁
︒

�
山

(二
〇
一
二
)

同
﹁
眞
諦
の
活
動
と
著
作
の
基
本
>
特
;
﹂︑
同

(
ø
著
)﹃
眞
諦
三
藏
硏
究
論
集
﹄︑
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
¦
︑

二
〇
一
二
︑
一
～
八
六
頁
︒

�
山

(二
〇
一
三
)

同
﹃
佛
典
は
ど
う
漢
譯
さ
れ
た
の
か
︱
︱
ス
ー
ト
ラ
が
經
典
に
な
る
と
き
﹄︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
三
︒

�
山

(二
〇
一
四
)

同
﹁
長
耳
三
藏
と
﹃
耶
舍
傳
』
︱
︱

ナ
レ
ー
ン
ド
ラ
ヤ
シ
ャ
ス
と
の
關
わ
り
﹂﹃
佛
敎
6
學
硏
究
﹄
五
六
ー
二
︑
二

〇
一
四
︑
三
二
～
五
三
頁
︒

�
田

(一
九
〇
〇
)

�
田
o
雲
﹃
佛
敎
古
今
變
一
班
﹄︑
佛
敎
圖
書
出
版
︑
一
九
〇
〇
︹
再
錄
﹃
�
田
o
雲
B
集
第
一
卷
﹄︑
春
秋
社
︑
一

九
三
二
︺
︒

眞
野

(二
〇
〇
一
)

眞
野
龍
海
﹁
訓
釋
詞

(
n
iru
k
ti
ニ
ル
ク
テ
イ
)
に
つ
い
て
﹂︑﹃
佛
敎
�
�
學
會
紀
�
﹄
一
〇
︑
二
〇
〇
一
︑
一
～

二
〇
頁
︒

水
野

(一
九
五
七
)

水
野
弘
元
﹁
T
a
th
ā
g
a
ta
(如
來
)
の
�
義
用
法
﹂︑﹃
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
﹄
五−

一
︑
一
九
五
七
︑
四
一
～
五
〇

頁
︒

吉
川

(一
九
九
〇
)

吉
川
忠
夫
﹁
眞
人
と
»
人
﹂︑﹃
岩
波
L
座
・
東
洋
思
想
︑
第
十
四
卷
︑
中
國
宗
敎
思
想
2
﹄
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九

〇
︑
一
七
八
～
一
八
七
頁
︒
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吉
津

(一
九
九
一
)

吉
津
宜
英
﹃
華
嚴
一
乘
思
想
の
硏
究
﹄︑
大
東
出
版
社
︑
一
九
九
一
︒

渡
邊

(一
九
四
八
)

渡
邊
照
宏
﹁
眞
如
﹂︑﹃
渡
邊
照
宏
著
作
集
第
一
卷
﹄︑
筑
�
書
J
︑
一
九
八
二
︑
六
五
～
一
〇
三
頁
︹
原
載
﹃
世
界

哲
學
L
座

(
7
)﹄︑
光
の
書
J
︑
一
九
四
八
︺︒

A
p
p
le

(
2
0
0
9
)

Ja
m
e
s
B
.
A
p
p
le
,
“
W̓
o
rd
p
la
y
:̓
E
m
e
rg
e
n
t
Id
e
o
lo
g
y

th
ro
u
g
h

S
e
m
a
n
tic
E
lu
c
id
a
tio
n
.
A

R
h
e
to
ric
a
l

T
e
c
h
n
iq
u
e
in
M
a
h
ā
y
ā
n
a
B
u
d
d
h
ist
F
o
rm
a
tio
n
s,”﹃
東
洋
哲
學
硏
究
¦
紀
�
﹄
2
5
,
2
0
0
9
,
p
p
.8
0
-
6
8
.

B
ro
n
k
h
o
rst

(
1
9
8
1
)

Jo
h
a
n
n
e
s
B
ro
n
k
h
o
rst,
“
N
iru
k
ta
a
n
d
A
ṡṫā
d
h
y
ā
y
ī
:
T
h
e
ir
S
h
a
re
d
P
re
su
p
p
o
sitio
n
s,”
In
d
o
-
Ira
n
ia
n

Jo
u
rn
a
l
2
3
-
1
,
1
9
8
1
,
p
p
.1
-
1
4
.

B
ro
n
k
h
o
rst

(
1
9
8
4
)

Id
.,
“
N
iru
k
ta
,
U
ṅ
ā
d
i
S
ū
tra
:
A
R
e
v
ie
w
A
rtic
le
,
a
n
d
A
ṡṫā
d
h
y
ā
y
ī,”
In
d
o
-
Ira
n
ia
n
Jo
u
rn
a
l
2
7
-
1
,
1
9
8
4
,

p
p
.1
-
1
5
.

B
ro
n
k
h
o
rst

(
2
0
0
1
)

Id
.,
“
E
ty
m
o
lo
g
y
a
n
d
M
a
g
ic
:
Y
ā
sk
a
s̓
N
iru
k
ta
,
P
la
to
s̓
C
ra
ty
lu
s,
a
n
d
th
e
R
id
d
le
o
f
S
e
m
a
n
tic

E
y
tm
o
lo
g
ie
s,”
N
u
m
en
4
8
-
2
,
2
0
0
1
,
p
p
.1
4
7
-
2
0
3
.

B
ro
n
k
h
o
rst

(
2
0
1
7
)

Id
.,
“
A
V
e
d
ic
B
a
c
k
g
ro
u
n
d
o
f
Y
ā
sk
a
s̓
N
iru
k
ta
,”
In
d
o
-
Ira
n
ia
n
Jo
u
rn
a
l
6
0
-
2
,
2
0
1
7
,
p
p
.1
0
1
-
1
3
1
.

C
o
n
z
e

(
1
9
6
2
)

E
d
iw
a
rd
C
o
n
z
e
,
T
h
e
G
ilg
it
M
a
n
u
scrip
t
o
f
th
e
A
ṡṫā
d
a
śa
sā
h
a
srik
ā
P
ra
jñ
ā
p
ā
ra
m
itā
.
C
h
a
p
ters
5
5
to
7
0
,

C
o
rresp
o
n
d
in
g
to
th
e
5
th
a
b
h
isa
m
a
y
a
.
E
d
itio
n
a
n
d
T
ra
n
sla
tio
n
,
R
o
m
a
:
Is.M
.E
.O
.,
1
9
6
2
.

E
c
k
e
l

(
1
9
8
7
)

M
a
lc
o
m

D
a
v
id
E
c
k
e
l,
Jñ
ā
n
a
g
a
rb
h
a
's
C
o
m
m
en
ta
ry
o
n
th
e
D
istin
ctio
n
b
etw
een
th
e
T
w
o
T
ru
th
s
:
A
n

E
ig
h
th
C
en
tu
ry
H
a
n
d
b
o
o
k
o
f
M
a
d
h
y
a
m
a
k
a
P
h
ilo
so
p
h
y
,
A
lb
a
n
y
:
S
ta
te
U
n
iv
e
rsity
o
f
N
e
w

Y
o
rk

P
re
ss,
1
9
8
7
.

F
u
n
a
y
a
m
a

(
2
0
0
0
)

F
u
n
a
y
a
m
a
T
o
ru
,
“
T
w
o
N
o
te
s
o
n
D
h
a
rm
a
p
ā
la
a
n
d
D
h
a
rm
a
k
īrti,”
Z
in
b
u
n
:
A
n
n
a
ls
o
f
th
e
In
stitu
te
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fo
r
R
esea
rch
in
H
u
m
a
n
ities,
K
y
o
to
U
n
iv
ersity
3
5
,
2
0
0
0
,
p
p
.1
-
1
1
.

F
u
n
a
y
a
m
a

(
2
0
1
4
)

Id
.,
“
C
h
in
e
se
T
ra
n
sla
tio
n
s
o
f
p
ra
ty
a
k
ṡa
.”
In
C
h
e
n
-
k
u
o
L
in
a
n
d
M
ic
h
a
e
l
R
a
d
ic
h
(
e
d
s.)
,
A
D
ista
n
t

M
irro
r
:
A
rticu
la
tin
g
In
d
ic
Id
ea
s
in
S
ixth
a
n
d
S
ev
en
th
C
en
tu
ry
C
h
in
ese
B
u
d
d
h
ism
,
H
a
m
b
u
rg
:

H
a
m
b
u
rg
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
2
0
1
4
,
p
p
.3
3
-
6
1
.

K
a
h
rs

(
1
9
9
8
)

E
iv
in
d

K
a
h
rs,
In
d
ia
n

S
em
a
n
tic
A
n
a
ly
sis
:
T
h
e
'N
irv
a
ca
n
a
'
T
ra
d
itio
n
,
C
a
m
b
rid
g
e
:
C
a
m
b
rid
g
e

U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
1
9
9
8
.

K
im
u
ra

(
1
9
9
2
)

T
a
k
a
y
a
su
K
im
u
ra
木
村
高
尉
︑
P
a
ñ
ca
v
iṁ
śa
tisā
h
a
srik
ā
P
ra
jñ
ā
p
ā
ra
m
itā
V
泳
�
二
萬
五
千
頌
般
若
經
︑
山

喜
J
佛
書
林
︑
一
九
九
二
︒

d
e
L
a
V
a
llé
e
P
o
u
ssin

(
1
9
3
0
)

L
o
u
is
d
e
L
a
V
a
llé
e
P
o
u
ssin
,
“
T
a
th
a
tā
a
n
d
B
h
ū
ta
ta
th
a
tā
,”﹃
大
正
大
學
々
報
﹄
6
-
7
,
1
9
3
0
,p
p
.

4
3
-
4
6
.

L
a
m
o
tte

(
1
9
7
6
)

É
tie
n
n
e
L
a
m
o
tte
,
L
e
tra
ité
d
e
la
g
ra
n
d
e
v
ertu
d
e
sa
g
esse
d
e
N
ā
g
ā
rju
n
a
(M
a
h
ā
p
ra
jñ
ā
p
ā
ra
m
itā
śā
stra
),

T
o
m
e
IV
,
L
o
u
v
a
in
:
In
stitu
t
O
rie
n
ta
liste
,
1
9
7
6
.

N
a
ttie
r

(
2
0
0
8
)

Ja
n
N
a
ttie
r,A
G
u
id
e
to
th
e
E
a
rliest
C
h
in
ese
B
u
d
d
h
ist
T
ra
n
sla
tio
n
s.
T
exts
fro
m
th
e
E
a
stern
H
a
n
東
漢

a
n
d
T
h
ree
K
in
g
d
o
m
s
三
國

P
erio
d
s.
創
價
大
學
國
際
佛
敎
學
高
等
硏
究
¦
︑
二
〇
〇
八
︒

N
a
ttie
r

(
2
0
1
0
)

Id
.,
“
W
h
o
P
ro
d
u
c
e
d
th
e
D
a
m
in
g
d
u
jin
g
大
*
度
經

(
T
2
2
5
)
?
:
A

R
e
a
sse
ssm
e
n
t
o
f
th
e
E
v
id
e
n
c
e
,”

Jo
u
rn
a
l
o
f
th
e
In
tern
a
tio
n
a
l
A
sso
cia
tio
n
o
f
B
u
d
d
h
ist
S
tu
d
ies
3
1
/
1
-
2
2
0
0
8
,
2
0
1
0
,
p
p
.2
9
5
-
3
3
7
.

Z
ü
rc
h
e
r

(
1
9
5
9
)

E
rik
Z
ü
rc
h
e
r,
T
h
e
B
u
d
d
h
ist
C
o
n
q
u
est
o
f
C
h
in
a
:
T
h
e
S
p
rea
d
a
n
d
A
d
a
p
ta
tio
n
o
f
B
u
d
d
h
ism

in
E
a
rly

M
ed
iev
a
l
C
h
in
a
.
2
v
o
ls.
L
e
id
e
n
:
E
.J.
B
rill,
1
9
5
9
.
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饒
宗
頤

(一
九
八
五
)

饒
宗
頤
﹁
尼
盧
致
論

(
N
iru
k
ta
)
與
劉
熙
>
釋
名
﹂︑
同
﹃
泳
學
集
﹄︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九
三
︹
原
載

﹃
中
國
語
學
學
報
﹄
二
︑
一
九
八
五
︑
四
九
～
五
四
頁
︺︒

湯
用
彤

(一
九
三
八
)

湯
用
彤
﹃
漢
魏
兩
晉
南
北
?
佛
敎
6
﹄
(上
下
)︑
長
沙
・
商
務
印
書
館
︑
一
九
三
八
︒

謝
辭
︱
本
稿
は
二
〇
一
四
年
二
'
二
十
七
日
︑
筆
者
が
合
衆
國
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
學
宗
敎
學
部
客
員
敎
�
を
t
任
し
て
い
た
時
に
︑
同
學

部

H
o
C
e
n
te
r
o
f
B
u
d
d
h
ist
S
tu
d
ie
s
の
公
開
L
演

“
T
h
u
sn
e
ss
(
zh
en
ru
)
︱

A

C
a
se
o
f
S
in
ic
iz
e
d
In
te
rp
re
ta
tio
n
o
f

B
u
d
d
h
ist
T
e
rm
s”
で
話
し
た
內
容
を
基
に
し
た
增
補
版
で
あ
る
︒
當
時
の
聽
衆
各
位
に
深
く
御
禮
申
し
上
げ
る
︒
�
�
稿
の
作

成
に
當
た
っ
て
は
人
�
硏
同
僚
の
稻
本
泰
生
氏
と
中
西
竜
也
氏
か
ら
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
と
修
正
案
を
い
た
だ
い
た
︒

�(1
)

佛
敎
漢
語
の
性
格
に
關
す
る
槪
說
と
し
て
�
山
二
〇
一
三
の
第
七
違
﹁
漢
譯
が
中

國
語
に
も
た
ら
し
た
も
の
﹂
參
照
︒

(2
)

泳
�
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
に
は

b
h
ū
ta
ta
th
a
tā
(眞
實
の
眞
如
︑
眞
實
そ
の
ま
ま
で

あ
る
こ
と
)
を
如
來
の
﹁
如
﹂
の
說
*
と
す
る
箇
¦
が
あ
る

(原
�

ta
th
ā
g
a
ta

iti
S
u
b
h
ū
te
b
h
ū
ta
ta
th
a
tā
y
ā
eta
d
a
d
h
iv
a
ca
n
a
m
)︒
鳩
�
羅
什
譯
は
そ
の
語

を
﹁
諸
法
如
﹂
(大
正
八
・
七
五
一
上
)
と
譯
し
︑
北
魏
の
菩
提
液
荏
譯
は
﹁
實

眞
如
﹂
(大
正
八
・
七
五
五
中
)
と
譯
し
︑
陳
の
眞
諦
譯
は
﹁
眞
如
﹂
(大
正
八
・

七
六
五
上
)
と
譯
し
︑
@
の
玄
奘
は
﹁
眞
實
眞
如
﹂
(大
正
七
・
九
八
五
中
)
と

譯
し
︑
@
の
義
淨
は
﹁
實
性
眞
如
﹂
(大
正
八
・
七
七
四
中
)
と
譯
す
︒

(3
)

後
秦
の
鳩
�
羅
什
譯
や
陳
の
眞
諦
譯
の
場
合
︑
原
語
が

ta
th
a
tā
か

b
h
ū
ta
ta
th
a
-

tā
(實
な
る
眞
如
︑
眞
實
の
あ
り
の
ま
ま
の
^
)
か
を
確
定
で
き
ぬ
場
合
が
多
い
︒

彼
は
兩
譯
に
區
別
を
與
え
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
一
方
で
は

ta
th
a
tā
を
Ø

に
�
味
>
に
限
定
し
た
語
が

b
h
ū
ta
ta
th
a
tā
で
あ
る
た
め
︑
ta
th
a
tā
と

b
h
ū
ta
-

ta
th
a
tā
の
�
味
は
背
反
せ
ず
︑
廣
義
の
同
義
語
と
し
て
1
う
こ
と
が
で
き
る
︒

本
稿
で
は
\
用
頻
度
が
壓
倒
>
に
高
い

ta
th
a
tā
を
原
語
と
假
に
想
定
し
て
論
営

を
す
す
め
る
︒

(4
)

漢
譯
佛
典
に
お
い
て
﹁
譯
﹂
と
呼
び
う
る
の
は
︑
A
常
は
�
味
を
そ
の
ま
ま
譯
し

た
語

(﹁
義
譯
﹂
)
か
︑
原
語
を
漢
字
で
書
き
寫
す
$
寫
語

(﹁
$
譯
﹂
)
か
の
い
ず

れ
か
で
あ
る
が
︑
漢
譯
佛
典
で
は
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
く
︑
中
國
�
�
の
中
で
對

應
す
る
分
か
り
易
い
語
を
用
い
る
第
三
の
譯
例
が
あ
る
︒
筆
者
は
こ
れ
を
﹁
�
�

對
應
型
譯
語
﹂
(英
語
表
記

“
tra
n
sla
tio
n
b
y
m
a
tc
h
in
g
c
u
ltu
ra
l
c
a
te
g
o
-

rie
s”
)
と
呼
び
︑
漢
譯
の
中
で
重
�
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
を
論
じ
た
︒
�
山

(二
〇
一
三
・
二
一
一
～
三
六
)
參
照
︒
筆
者
の
こ
の
考
え
は
今
も
變
わ
ら
な
い
︒

(5
)

﹃
大
*
度
經
﹄
の
複
雜
な
成
立
事
�
に
つ
い
て
は

N
a
ttie
r
(
2
0
0
8
:
1
3
5
f.)

(
2
0
1
0
)參
照
︒
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(6
)

無
羅
叉
と
い
う
表
記
は
﹃
放
光
般
若
經
﹄
の
大
藏
經
諸
本
や
梁
の
o
皎
﹃
高
僧

傳
﹄
卷
四
の
朱
士
行
傳
に
出
る
︒
他
方
︑
こ
の
人
物
を
︑
梁
の
僧
祐
﹃
出
三
藏
記

集
﹄
卷
七
﹁
放
光
經
記
﹂
は
無
叉
羅

(
*S
k
t.
M
o
k
ṡa
la
?)
と
表
記
し
︑
出
自
を

于
闐
と
す
る

(大
正
五
五
・
四
七
下
)︒

(7
)

B
h
a
g
a
v
ā
n
ā
h
a
.
n
a
S
u
b
h
ū
te
'n
y
ā
lo
k
a
sa
ṁ
v
ṙtir
a
n
y
a
ḣ
p
a
ra
m
ā
rth
a
ḣ
.

y
a
iv
a
lo
k
a
sa
ṁ
v
ṙtes
ta
th
a
tā
sa
iv
a
p
a
ra
m
ā
rth
a
sy
a
ta
th
a
tā
.
tā
n
te
sa
ttv
ā

ev
a
ṁ
ta
th
a
tā
n

n
a
jā
n
ā
ti
n
a
p
a
śy
a
n
ti,
teṡā
m

a
rth
ā
y
a
lo
k
a
sa
ṁ
v
ṙty
ā

n
ird
iśy
a
te

b
h
ā
v
a

iti

v
ā

'b
h
ā
v
a

iti

v
ā

(
P
a
ñ
c
a
v
iṁ
śa
tisā
h
a
srik
ā

P
ra
jñ
ā
p
ā
ra
m
itā
V
,
p
.1
3
8
.
ll.
2
9
-
3
2
,
K
im
u
ra
T
a
k
a
y
a
su
(
e
d
.)
,
S
a
n
k
ib
o

B
u
ssh
o
rin
,
1
9
9
2
)
.
鳩
�
羅
什
譯
﹃
�
訶
般
若
波
羅
蜜

(大
品
)
經
﹄
卷
二
二
︑

£
樹
品
﹁
須
菩
提
︑
世
諦
第
一
義
諦
︑
無
衣
也
︒
何
以
故
︒
世
諦
如
卽
是
第
一
義

諦
如
︒
以
衆
生
不
知
不
見
是
如
故
︑
菩
�
�
訶
�
以
世
諦
示
若
/
若
無
﹂
(大
正

八
・
三
七
八
下
)︒

(8
)

｢俗
如
﹂
と
﹁
眞
如
﹂
は
中
國
佛
敎
に
お
け
る
y
語
で
は
な
く
譯
語
で
あ
り
︑﹁
俗

如
﹂
の
原
語
と
し
て

lo
k
a
sa
ṁ
v
ṙtes
ta
th
a
tā
ま
た
は

sa
ṁ
v
ṙtes
ta
th
a
tā
(世

俗
の
眞
如
)
を
︑﹁
眞
如
﹂
の
原
語
と
し
て

p
a
ra
m
ā
rth
a
sy
a
ta
th
a
tā
(眞
實

の
�
味
の
眞
如
)
を
想
定
す
る
こ
と
は
︑
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
と
筆
者
は
考

え
る
︒
以
下
に
そ
の
理
由
を
記
す
︒
鳩
�
羅
什
譯
﹃
�
訶
般
若
波
羅
蜜
經

(大

品
般
若
經
)﹄
卷
二
二
に
﹁
世
諦
如
卽
是
第
一
義
諦
如
﹂
(大
正
八
・
三
七
八
下
)

と
い
う
一
�
が
あ
る
︒
同
經
の
}
釋
書
で
あ
る
鳩
�
羅
什
譯
﹃
大
智
度
論
﹄
卷

八
五
は
﹁
世
俗
如
卽
是
第
一
義
如
﹂
と
︑﹁
諦
﹂
を
用
い
な
い
語
で
言
い
奄
え

る

(大
正
二
五
・
六
五
四
下
)︒
以
上
に
對
應
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
�

は
︑﹃
一
萬
八
千
頌
般
若
經
﹄
に
お
け
る

y
en
a
lo
k
a
sṁ
v
ṙtes
ta
th
a
tā
sa
iv
a

p
a
ra
m
ā
rth
a
sy
a
ta
th
a
tā
が
あ
る

(
A
ṡṫā
d
a
śa
sā
h
a
srik
ā
P
ra
jñ
ā
p
ā
ra
m
itā
;

T
u
c
c
i
1
9
6
2
:
1
6
6
)︒
ま
た
︑﹃
二
萬
五
千
頌
般
若
經
﹄
(
K
im
u
ra
1
9
9
2
:
1
3
9
)

に
も

y
a
iv
a
lo
k
a
sa
ṁ
v
ṙtes
ta
th
a
tā
sa
iv
a
p
a
ra
m
ā
rth
a
sy
a
ta
th
a
tā
と
い
う
對

應
�
が
あ
る
︒
さ
ら
に
八
世
紀
の
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ

Jñ
ā
n
a
g
a
rb
h
a
の
著

作
﹃
二
諦
分
別
論

S
a
ty
a
d
v
a
y
a
v
ib
h
a
ṅ
g
a﹄
第
十
七
偈
a
b
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
原
�
は

sa
ṁ
v
ṙtes
ta
th
a
tā
y
a
iv
a
p
a
ra
m
ā
rth
a
sy
a
sā
m
a
tā
(世
俗
の
眞

如
は
そ
の
ま
ま
眞
實
の
�
味
で
の
︹
眞
如
︺
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
)
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る

(
E
c
k
e
l
1
9
8
7
:
1
3
6
f.
n
.9
8
)︒

(9
)

ë
炎
武
﹃
日
知
錄
﹄
卷
一
八
︑
破
題
用
莊
子
﹁
五
經
無
﹃
眞
﹄
字
︑
始
見
老
︑
莊

之
書
﹂
云
云
︒
吉
川

(一
九
九
〇
・
一
七
八
)
參
照
︒

(10
)

£
安
﹁
合
放
光
光
讚
略
解
序
﹂
(﹃
出
三
藏
記
集
﹄
卷
七
)﹁
﹃
如
﹄
と
は
﹃
爾

(そ

の
よ
う
な
)﹄
で
あ
る
︒
�
初
か
ら
�
後
ま
で
︹
變
わ
ら
ず
︺
そ
の
よ
う
で
あ
り
︑

そ
う
で
な
い
よ
う
に
は
な
ら
な
い
︒
佛
は
滅
度

(=

𣵀
槃
)
を
示
し
た
が
︑
ず
っ

と
引
き
續
き
存
在
し
︑
悠
然
と
し
て
何
に
も
依
據
し
な
い
︒
そ
れ
故
に
﹃
如
﹄
と

言
う
﹂
(如﹅

者﹅

爾﹅

也﹅

︒
本
末
等
爾
︑
無
能
令
不
爾
也
︒
佛
之
興
滅
︑
綿
綿
常
存
︑

悠
然
無
寄
︑
故
曰
如
也
︒
大
正
五
五
・
四
八
上
～
中
)
︒
£
安
が
こ
こ
で
﹁
如
﹂

を
﹁
爾
﹂
で
說
*
し
て
い
る
の
は
︑
本
�
�
項
a
﹁
本
無
﹂
で
竺
佛
念
譯
﹃
十
Ä

斷
結
經
﹄
に
﹁
如
爾
﹂
を
眞
如
の
�
味
で
用
い
る
例
が
あ
る
こ
と
に
言
 
し
た
の

と
相
い
A
じ
る
︒

(11
)

殘
る
二
つ
の
用
例
は
£
安
﹃
人
本
欲
生
經
�
﹄
に
あ
る
が
︑
原
�
紹
介
を
割
愛
す

る

(大
正
三
三
・
一
下
～
二
上
︒
二
上
)︒

(12
)

﹃
佛
性
論
﹄
よ
り
�
の
漢
譯
佛
典
中
に
も
﹁
如
如
﹂
を
分
解
し
て
說
*
す
る
も
の

が
あ
る
︒
劉
宋
の
求
�
跋
陀
羅
譯
﹃
雜
阿
含
經
﹄
卷
十
六
の
﹁
苦
»
諦
﹂
を
解
說

す
る
﹁
如
如
︑
不
離
如
︑
不
衣
如
︑
眞
實
審
諦
︑
不
顛
倒
︑
是
»
¦
諦
︑
是
名
苦

»
諦
﹂
と
い
う
一
�
で
あ
る

(大
正
二
・
一
一
〇
下
)
︒
こ
こ
に
﹁
如
如
ハ
如
ヲ

離
レ
ズ
︑
如
ト
衣
ナ
ラ
ズ
﹂
云
々
と
あ
る
︒
た
だ
︑
こ
れ
以
上
說
*
さ
れ
ず
︑
中

國
佛
敎
6
で
﹁
如
如
﹂
の
語
義
解
說
を
論
ず
る
際
に
も
特
に
}
目
さ
れ
る
こ
と
が

な
い
た
め
︑﹃
佛
性
論
﹄
の
/
し
た
影
¨
力
と
は
區
別
し
て
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

し
か
し
も
ち
ろ
ん
衣
論
も
あ
り
得
よ
う
︒

(13
)

ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
生
卒
年
は
五
三
〇
～
六
一
と
し
ば
し
ば
示
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
は

一
部
の
漢
語
�
獻
の
記
錄
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
結
果
の
推
測
に
ï
ぎ
ず
︑
�
に
彼

の
夭
O
と
矛
盾
す
る
記
錄
も
漢
語
と
チ
ベ
ッ
ト
語
の
�
獻
に
あ
る
︒
そ
の
詳
細
は

F
u
n
a
y
a
m
a
(
2
0
0
0
)
を
參
照
︒
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(14
)

窺
基
﹃
成
唯
識
論
掌
中
樞
�
﹄
卷
上
本
﹁︹
護
法
菩
�
は
︺
二
十
九
歲
の
時
に
命

が
長
く
な
い
と
悟
り
︑
世
の
は
か
な
さ
を
�
っ
て
坐
禪
に
勤
し
み
︑︹
ボ
ド
ガ
ヤ

の
︺
菩
提
樹
の
下
か
ら
離
れ
る
ま
い
と
誓
っ
た
︒
そ
の
後
の
三
年
で
坐
禪
と
禮
佛

の
暇
に
こ
の
︹﹃
成
唯
識
論
﹄
と
い
う
︺
}
釋
を
作
っ
た
︒
そ
の
�
違
は
高
7
で

�
旨
が
A
っ
て
い
た
の
で
︑︹
護
法
の
︺
學
識
は
廣
く
知
れ
渡
り
︑
名
聲
が
高

ま
っ
た

(春
秋
二
十
/
九
︑
知
息
�
之
/
[
︑
厭
無
常
以
禪
ó
︑
誓
不
離
於
菩
提

樹
︒
以
�
三
載
之
年
︑
禪
禮
之
暇
︑
}
裁
斯
釋
︒
�
邁
旨
Ü
︑
智
曠
名
高
︒
大
正

四
三
・
六
〇
八
上
～
中
)﹂︒

(15
)

﹃
成
唯
識
論
﹄
の
別
稱
は
﹃
淨
唯
識
論
﹄
で
あ
る
︒
單
に
﹃
唯
識
論
﹄
と
呼
ば
れ

る
場
合
も
あ
る
︒
玄
奘
門
下
の
傳
承
を
信
ず
る
な
ら
ば
︑﹃
成
唯
識
論
﹄
の
原

題
は

V
ijñ
a
p
tim
ā
tra
tā
sid
d
h
i
(﹁
毘
若
底
︿
丁
爾
反
識
也
﹀
�
咀
刺
多
︿
唯
也
﹀

悉
提
︿
成
也
﹀
奢
�
姶呾

羅
︿
論
也
﹀﹂
)
で
あ
り
︑﹃
淨
唯
識
論
﹄
の
原
題
は

*V
ijñ
a
p
tim
ā
tra
tā
v
iśu
d
d
h
a
k
a
(﹁
毘
若
底
�
姶呾

剌
多
毘
輸
度
â
︿
淨
也
﹀
奢
�

姶呾

羅
﹂
)
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒﹃
成
唯
識
論
﹄
卷
十

(大
正
三
十
一
・
五
九
上
)︑

窺
基
﹃
成
唯
識
論
営
記
﹄
卷
一
本

(大
正
四
三
・
二
二
九
上
)︑
窺
基
﹃
成
唯
識

論
掌
中
樞
�
﹄
卷
上
本

(大
正
四
三
・
六
〇
八
中
～
下
)
參
照
︒
ご
く
か
い
つ
ま

ん
で
こ
の
記
事
の
�
點
の
み
を
紹
介
す
る
と
7
の
よ
う
で
あ
る

︱
︱
ダ
ル
マ

パ
ー
ラ
は
二
十
九
歲
の
時
に
︑
自
ら
の
命
が
長
く
な
い
こ
と
を
悟
り
︑
晚
年
の
三

年
閒
︑
ボ
ド
ガ
ヤ
の
菩
提
樹
の
下
を
離
れ
ず
︑
坐
禪
と
禮
拜
に
時
閒
を
費
や
し
︑

そ
の
暇
に
﹃
成
唯
識
論
﹄
を
著
し
た
︒
そ
の
時
に
玄
鑒
と
い
う
名
の
男
性
在
家
者

が
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
深
く
敬
�
を
示
し
た
た
め
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
玄
鑒
に
﹃
成

唯
識
論
﹄
を
�
け
︑﹁
も
し
我
が
滅
後
に
こ
の
論
を
讀
み
た
い
者
が
現
れ
た
ら
︑

金
一
兩
を
]
け
取
れ
︒
も
し
天
賦
の
才
に
出
會
っ
た
な
ら
︑
そ
の
者
に
こ
の
論
を

�
け
る
が
よ
い
﹂
と
ô
言
し
た
︒
そ
の
後
︑
果
た
し
て
玄
奘
が
玄
鑒
を
來
訪
し
︑

﹃
成
唯
識
論
﹄
を
傳
�
さ
れ
た
︱
︱

こ
の
よ
う
な
內
容
で
あ
る
︒
こ
こ
に
ダ
ル

マ
パ
ー
ラ
か
ら
玄
鑒
居
士
へ
︑
玄
鑒
居
士
か
ら
玄
奘
へ
と
い
う
系
�
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
が
︑
玄
鑒
居
士
は
こ
の
記
事
以
外
に
は
見
出
せ
ぬ
人
物
で
あ
り
︑
名
の

$
寫
語
表
記
も
な
い
た
め
︑
こ
の
記
事
は
﹃
成
唯
識
論
﹄
が
玄
奘
以
外
に
知
ら
れ

て
い
な
い
こ
と
を
說
*
す
る
單
な
る
作
り
話
の
よ
う
な
印
象
さ
え
讀
者
に
與
え
か

ね
な
い
︒

(16
)

玄
鑒
お
よ
び
玄
奘
と
の
繫
が
り
に
つ
い
て
は
窺
基
﹃
成
唯
識
論
掌
中
樞
�
﹄
卷
上

本

(大
正
四
三
・
六
〇
八
中
～
下
)
と
�
}
を
14
と
15
を
參
照
︒

(17
)

窺
基
﹃
成
唯
識
論
営
記
﹄
卷
一
本
﹁
斯
本
彙
聚
十
釋
群
分
︑
今
總
詳
譯
︑
糅
爲
一

部
﹂
(大
正
四
三
・
二
二
九
中
)
︒
糅
は
糅
譯
や
合
糅
と
も
言
う
︒﹃
成
唯
識
論
﹄

は
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
}
釋
を
中
心
に
置
き
な
が
ら
他
の
九
種
の
イ
ン
ド
}
釋
書
を

合
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
︑
﹃
成
唯
識
論
﹄
に
は
ど
こ
が
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
本
來

の
}
釋
�
か
も
*
記
さ
れ
な
い
し
︑
他
の
九
}
釋
も
區
分
さ
れ
ず
︑
}
釋
者
名
も

*
示
さ
れ
な
と
い
う
點
で
︑
中
國
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
﹁
集
解
﹂
と
體
裁
を
B
く

衣
に
す
る
︒

(18
)

玄
奘
譯
﹃
成
唯
識
論
﹄
を
原
典
の
®
語
譯
で
は
な
く
︑
玄
奘
か
彼
の
弟
子
に
よ
る

ø
纂
書
と
見
な
す
場
合
︑
そ
の
理
由
は
(
に
四
つ
あ
る
︒
第
一
に
︑
こ
の
譯
が
A

常
の
譯
と
衣
な
り
﹁
糅
譯
﹂
と
い
う
特
殊
な
譯
で
あ
る
と
玄
奘
關
連
の
傳
記
や
經

典
目
錄
が
*
記
す
る
こ
と
で
あ
る

(
�
}
17
參
照
)
︒
第
二
に
︑﹃
成
唯
識
論
﹄
の

存
在
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
�
獻
や
チ
ベ
ッ
ト
語
�
獻
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き

ず
︑
た
だ
一
つ
玄
奘
譯
の
み
存
在
す
る
︒
第
三
に
︑﹃
成
唯
識
論
﹄
は
m
識
論
と

し
て
m
識
の
四
分
說

︱
︱
能
取
分
・
¦
取
分
・
自
證
分
・
證
自
證
分
︱
︱

を

立
て
る
が
︑
第
四
�
素
に
﹁
證
自
證
分
﹂
を
立
て
る
m
識
論
を
イ
ン
ド
佛
敎
思
想

6
に
跡
づ
け
る
の
は
困
難
で
あ
る
︒
そ
し
て
第
四
に
︑
同
じ
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
唯

識
系
著
作
と
し
て
︑﹃
唯
識
三
十
頌
﹄
に
對
す
る
}
釋
と
し
て
玄
奘
譯
﹃
成
唯
識

論
﹄
が
あ
り
︑﹃
唯
識
二
十
論
﹄
に
對
す
る
}
釋
と
し
て
義
淨
譯
﹃
成
唯
識
寶
生

論
﹄
が
あ
る
が
︑
後
者
義
淨
譯
が
讀
解
し
に
く
い
な
が
ら
も
イ
ン
ド
語
原
典
の
®

語
>
譯
で
あ
る
こ
と
を
讀
む
と
强
く
感
じ
る
の
に
比
べ
︑
玄
奘
譯
﹃
成
唯
識
論
﹄

は
}
釋
と
し
て
の
體
裁
・
書
式
が
B
く
衣
な
る
こ
と
か
ら
︑
義
淨
譯
が
原
典
の
譯

と
す
れ
ば
︑
玄
奘
譯
を
同
一
著
者
に
よ
る
原
典
の
®
語
譯
と
見
な
す
の
は
︑
ほ
と

ん
ど
不
可
能
で
あ
る
︒
以
上
の
理
由
に
よ
り
︑
玄
奘
譯
﹃
成
唯
識
論
﹄
を
ダ
ル
マ

パ
ー
ラ
の
著
作
の
®
語
譯
と
し
て
]
け
取
る
こ
と
は
窮
め
て
困
難
で
あ
る
が
︑
他

眞如の諸解釋
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方
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
と
い
う
人
物
が
六
世
紀
の
イ
ン
ド
に
存
在
し
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
︒
そ
し
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
�
獻
中
に
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
へ
の
言
 
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
事
例
を
二
つ
あ
げ
る
︒
第
一
は
︑
八
世
紀
の
ジ
ャ
イ
ナ

敎
白
衣
9
の
學
僧
ハ
リ
バ
ド
ラ
ス
ー
リ

H
a
rib
h
a
d
ra
sū
ri
の
著
作
﹃
ア
ネ
ー

カ
ー
ン
タ
・
ジ
ャ
ヤ
・
パ
タ
ー
カ
ー

A
n
e
k
ā
n
ta
ja
y
a
p
a
tā
k
ā﹄
に
對
す
る
自
}

に
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
と
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
二
人
を
ã
記
し
て
佛
敎
說
を
紹
介
す

る
一
�
が
あ
る

(
A
n
ek
ā
n
ta
ja
y
a
p
a
tā
k
ā
b
y
H
a
rib
h
a
d
ra
S
ū
ri.
W
ith
H
is

O
w
n
C
o
m
m
en
ta
ry
a
n
d
M
u
n
ica
n
d
ra
S
ū
ri's
S
u
p
erco
m
m
en
ta
ry
.
V
o
lu
m
e

II.
C
ritic
a
lly
e
d
ite
d
b
y
H
.
R
.
K
a
p
a
d
ia
.
G
a
e
k
w
a
d
s̓
O
rie
n
ta
l
S
e
rie
s
N
o
.

C
V
.
B
a
ro
d
a
:
O
rie
n
ta
l
In
stitu
te
,
1
9
4
7
,
V
o
l.2
,
p
.3
6
,
ll.2
2
-
2
8
)︒
第
二
は
︑

十
一
世
紀
初
頭
頃
の
佛
敎
徒
ド
ゥ
ル
ヴ
ェ
ー
カ
ミ
シ
ュ
ラ

D
u
rv
e
k
a
m
iśra
の

﹃
ダ
ル
モ
ッ
タ
ラ
・
プ
ラ
デ
ィ
ー
パ

D
h
a
rm
o
tta
ra
p
ra
d
īp
a﹄
と
い
う
}
釋
書
に
︑

�
法
}
釋
書
﹃
プ
ラ
キ
ー
ル
ナ
ヴ
リ
ッ
テ
ィ

P
ra
k
īrṅ
a
v
ṙtti﹄
の
著
者
と
し
て

ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
言
 
す
る
(
P
a
ṅ
ita
D
u
rv
ek
a
M
iśra
's
D
h
a
rm
o
tta
ra
p
ra
d
īp
a
.

E
d
ite
d
b
y
P
a
ṅ
ḋ
ita
D
a
lsu
k
h
b
h
a
i
M
a
lv
a
n
ia
.
T
ib
e
ta
n
S
a
n
sk
rit
W
o
rk
s

S
e
rie
s
2
,P
a
tn
a
:K
a
sh
ip
ra
sa
d
Ja
y
a
sw
a
l
R
e
se
a
rc
h
In
stitu
te
,
1
9
5
5
,p
.3
5
,l.

2
8
-
p
.3
6
,
l.6
)︒

(19
)

ta
th
a
tā
を
﹁
眞
如
﹂
と
譯
し
︑
そ
れ
を
﹁
眞
實
常
如
﹂
の
四
字
に
�
ば
し
て
說

*
可
能
と
假
定
す
る
な
ら
ば
︑
A
俗
>
語
源
解
釋
に
お
い
て
︑
眞
實
に
相
當
す
る

�
�
部
に
對
し
て
ta
th
ā
の
9
生
語
形
容
詞

ta
th
y
a

(眞
實
の
︑
正
し
い
)
を
想

定
す
る
こ
と
は
B
く
不
可
能
で
あ
る
ま
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
場
合
で
も

﹁
常
如
﹂
に
相
當
す
る
後
�
部
を
抽
象
名
詞
語
尾
–
tā
(
狀
態
を
示
す
接
尾
辭
)
を

用
い
て
說
*
す
る
こ
と
は
A
常
あ
り
得
な
い
︒

(20
)

六
合
釋

(
ṡa
t-
sa
m
ā
sa
$
譯
﹁
殺
三
�
娑
﹂
)
の
�
點
を
営
べ
る
漢
語
ç
料
と
し

て
窺
基
﹃
大
乘
法
苑
義
林
違
﹄
卷
一
︑
總
料
鯵
違
︑
第
五
得
名
懸
�

(大
正
四

五
・
二
五
四
下
～
二
五
五
下
)
が
あ
る
︒
m
識
論
に
お
い
て
視
覺
・
聽
覺
な
ど
の

直
接
>
な
知
覺
を
示
す
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

p
ra
ty
a
k
ṡa
(直
接
知
覺

“
d
ire
c
t

p
e
rc
e
p
tio
n
”
)
の
理
論
に
お
い
て
漢
語
}
釋
家
た
ち
が
﹁
現
量
﹂
と
い
う
5
語

に
閏
て
た
複
合
語
解
釋
の
硏
究
と
し
て

F
u
n
a
y
a
m
a
(
2
0
1
4
:
5
1
-
5
6
)
參
照
︒

(21
)

後
代
の
引
用
は
︑
東
晉
の
釋
£
安
も
﹁
聞
如
是
﹂
(﹁
如
是
我
聞
﹂
の
古
い
譯
)
に

對
す
る
解
說
を
殘
し
た
可
能
性
を
窺
わ
せ
る
︒
す
な
わ
ち
@
・
良
賁
﹃
仁
王
護
國

般
若
波
羅
蜜
多
經
駅
﹄
卷
一
上
に
こ
う
あ
る
︱
︱
｢︹
£
︺
安
法
師
は
言
う
︑﹃
/

と
無
が
不
二
な
る
こ
と
を
如﹅

と
言
う
︒
如
が
/
無
で
な
い
こ
と
を
是﹅

と
呼
ぶ
︒
如

は
必
ず
如
で
あ
り
︑
是
は
必
ず
是
で
あ
る
か
ら
︑
そ
れ
故
に
如
是
と
言
う

(安
法

師
云
︒
/
無
不
二
︑
名
之
爲
如
︒
如
非
/
無
︑
稱
之
爲
是
︒
如
無
¦
如
︑
是
無
¦

是
︑
故
云
如
是
︒
大
正
三
三
・
四
三
六
中
)﹂
︒

(22
)

た
と
え
ば
智
顗
說
は
智
顗
﹃
妙
法
蓮
華
經
�
句
﹄
卷
一
上

(大
正
三
四
・
三
上
～

下
)
や
@
・
£
氤
﹃
御
}
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
宣
演
﹄
(
大
正
八
五
・
二
〇
中
)

よ
り
知
ら
れ
る
︒
吉
藏
說
は
吉
藏
﹃
法
華
義
駅
﹄
卷
一

(大
正
三
四
・
四
五
四

下
)
よ
り
知
ら
れ
る
︒

(23
)

本
稿
の
內
容
と
直
接
>
に
は
繫
が
ら
な
い
が
︑
長
耳
三
藏
に
關
す
る
�
怨
硏
究
と

し
て
�
山

(二
〇
一
四
)
と
櫻
井

(二
〇
一
七
)
が
あ
る
︒

(24
)

一
つ
だ
け
但
し
書
き
を
�
す
る
︒
sa
ṁ
v
ṙti
を
﹁
世
﹂
﹁
俗
﹂﹁
世
俗
﹂
の
い
ず
れ

に
も
譯
さ
ず
に
﹁
等

(諦
)
﹂
と
譯
す
例
が
舊
譯
に
一
人
だ
け
い
る
︒
僧
伽
跋
澄

譯
の
﹃
鞞
婆
沙
論
﹄
卷
八

(大
正
二
八
・
四
七
二
上
)
・﹃
·
婆
須
蜜
菩
�
¦
集

論
﹄
卷
二

(大
正
二
八
・
七
三
五
下
)・﹃
雜
阿
毘
曇
心
論
﹄
卷
一

(
大
正
二
八
・

八
六
九
下
～
八
七
〇
上
)
で
あ
る
︒
�
後
の
﹃
雜
阿
毘
曇
心
論
﹄
に
は
﹁
等
持
﹂

と
い
う
譯
も
見
ら
れ
︑
そ
れ
付
さ
れ
た
夾
}
中
に
は
﹁
三
比
栗
提
﹂
と
い
う
$
譯

と
﹁
等
集
﹂﹁
等
積
聚
﹂
と
い
う
別
の
譯
も
見
え
る

(大
正
二
八
・
九
五
八
中
)︒

(25
)

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ

C
a
n
d
ra
k
īrti﹃
*
ら
か
な
言
葉
﹄
P
ra
sa
n
n
a
p
a
d
ā

(
M
ū
la
m
a
d
h
y
a
m
a
k
a
k
ā
rik
ā
2
4
.8
)﹁
︹
第
一
に
︺
︑
す
っ
か
り

sa
m
a
n
ta
#
う

v
a
ra
ṅ
a︑
そ
れ
故
に
﹁
サ
ン
ヴ
リ
テ
ィ

sa
m
-
v
ṙti
(す
っ
か
り
#
う
も
の
)﹂
で

あ
る
︒
實
に
﹁
無
知
﹂
は
︹
そ
の
同
義
語
で
あ
り
︺︑
B
て
の
諸
存
在
の
眞
性
を

す
っ
か
り
隱
す
か
ら
サ
ン
ヴ
リ
テ
ィ
と
言
わ
れ
る
︒
あ
る
い
は
︹
第
二
に
︺
︑
相

互
に
/
ら
し
め
る
か
ら
サ
ン
ヴ
リ
テ
ィ
で
あ
る
︒
Ø
互
の
基
盤
で
あ
る
か
ら
と
い

う
�
味
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
ま
た
︹
第
三
に
︺︑
サ
ン
ヴ
リ
テ
ィ
と
は
言
語
>
取
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り
決
め
で
あ
る
︒
俗
世
閒
で
の
振
る
舞
い
と
い
う
�
味
で
あ
る
﹂︒
sa
m
a
n
tā
d

v
a
ra
ṅ
a
ṁ
sa
ṁ
v
ṙtiḣ
.
a
jñ
ā
n
a
ṁ
h
i
sa
m
a
n
tā
t
sa
rv
a
p
a
d
ā
rth
a
ta
ttv
ā
v
a
cch
ā
d
a
-

n
ā
t
sa
ṁ
v
ṙtir
ity
u
cy
a
te.
p
a
ra
sp
a
ra
sa
ṁ
b
h
a
v
a
n
a
ṁ

v
ā
sa
ṁ
v
ṙtir
a
n
y
o
n
y
a
-

sa
m
ā
śra
y
eṅ
ety
a
rth
a
ḣ
.
a
th
a
v
ā
sa
ṁ
v
ṙtiḣ
sa
ṁ
k
eto
lo
k
a
v
y
a
v
a
h
ā
ra
ity

a
rth
a
ḣ
(
L
o
u
is
d
e
la
V
a
llé
e
P
o
u
ssin
(
e
d
.)
,
M
ū
la
m
a
d
h
y
a
m
a
k
a
k
ā
rik
ā
s

(M
a
d
h
y
a
m
ik
a
sū
tra
s)
d
e
N
ā
g
ā
rju
n
a
a
v
ec
la
P
ra
sa
n
n
a
p
a
d
ā
C
o
m
m
en
ta
ire

d
e
C
a
n
d
ra
k
īrti,
B
ib
lio
th
e
c
a
B
u
d
d
h
ic
a
4
,
1
9
0
3
-
1
3
,
p
.4
9
2
,
ll.1
0
-
1
2
)
.
こ

の
箇
¦
は
夙
に
長
尾

(一
九
五
四
・
三
〇
七
～
九
)
に
指
摘
さ
れ
︑
}
目
さ
れ
た
︒

(26
)

ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ

D
h
a
rm
a
k
īrti﹃﹁
正
し
い
m
識
手
段
の
詳
解
﹂
自
}
﹄

P
ra
m
ā
ṅ
a
v
ā
rttik
a
sv
a
v
ṙtti﹁
そ
し
て
そ
れ
は

sa
ṁ
v
ṙti
(
#
う
も
の
)
で
あ
る
︒

そ
れ
は
自
分
の
^
で
他
の
^
を
#
う
か
ら
︹
#
う
も
の
と
呼
ば
れ
る
︺﹂︒
sā
ca

sa
ṁ
v
ṙtiḣ
sa
ṁ
v
riy
a
te
a
n
a
y
ā
sv
a
rū
p
eṅ
a
p
a
ra
rū
p
a
m

iti
(
R
a
n
ie
ro
G
n
o
li

(
e
d
.)
,T
h
e
P
ra
m
ā
ṅ
a
v
ā
rttik
a
m
o
f
D
h
a
rm
a
k
īrti
:
T
h
e
F
irst
C
h
a
p
ter
w
ith

th
e
A
u
to
co
m
m
en
ta
ry
,
R
o
m
a
:
IsM
E
O
,
1
9
6
0
,
3
8
,2
2
-
2
3
)
．
こ
の
�
獻
へ
の

}
目
は
︑
長
尾

(一
九
五
四
)
に
な
い
筆
者
の
淺
見
で
あ
る
︒

(27
)

プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
カ
ラ
マ
テ
ィ
の
本
}
釋
へ
の
論
 
も
︑
長
尾

(一
九
五
四
)
に

な
い
筆
者
の
淺
見
で
あ
る
︒

(28
)

ニ
ル
ク
タ
／
ニ
ル
ク
テ
ィ
の
$
譯

(
$
寫
語
)
は
﹁
尼
鹿
多
﹂﹁
尼
六
多
﹂﹁
尼
盧

致
﹂
な
ど
で
あ
る
︒
玄
奘
譯
は
﹁
訓
釋
詞
﹂
で
あ
る
︒

(29
)

イ
ン
ド
の
A
俗
>
語
源
解
釋
を
¼
括
>
に
1
う
�
怨
硏
究
と
し
て

K
a
h
rs

(
1
9
9
8
)
參
照
︒
ま
た
︑
ヤ
ー
ス
カ
﹃
ニ
ル
ク
タ
﹄
と
劉
煕
﹃
釋
名
﹄
の
類
似
性

を
1
う
硏
究
と
し
て
饒
宗
頤

(一
九
八
五
)
が
あ
る
︒

(30
)

｢
$
A
﹂
に
基
づ
く
解
釋
に
つ
い
て
�
點
を
}
記
す
る
︒
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に

お
け
る
發
$
の
同
一
性
ま
た
は
¢
似
性
に
基
づ
く
語
義
解
釋
を
示
す
例
を
二
つ

示
す
と
以
下
の
A
り
で
あ
る
︒
第
一
例−

シ
ー
ラ
śīla
の
A
俗
>
語
義
解
釋
と
し

て
︑
シ
ー
タ
ラ

śīta
la
(
靜
や
か
・
激
�
を
搔
き
立
て
な
い
の
�
)
で
あ
る
か
ら

シ
ー
ラ
で
あ
る
と
い
う
解
說
が
﹃
俱
舍
論
﹄
に
現
れ
る

(
śīta
la
tv
ā
d
iti
n
iru
k
-

tiḣ
�
山
二
〇
一
三
・
二
五
三
)
︒
第
二
例
︱
タ
タ
ー
ガ
タ

ta
th
ā
g
a
ta
(如
來
)

の
A
俗
>
語
義
解
釋
と
し
て
︑
あ
る
が
ま
ま

ta
th
ā
に
不
顛
倒
の
︹
正
し
い
︺
敎

え
を
說
く

(ガ
ダ
テ
ィ

g
a
d
a
ti︑
す
な
わ
ち

g
a
ta
ガ
タ
の
¢
似
$
)
か
ら
タ

タ
ー
ガ
タ
で
あ
る
と
い
う
表
現
が
八
世
紀
の
ヴ
ィ
ー
リ
ヤ
シ
ュ
リ
ー
ダ
ッ
タ

V
īry
a
śrīd
a
tta
の
}
釋
書

A
rth
a
v
in
iśc
a
y
a
n
ib
a
n
d
h
a
2
4
2
,5
-
6
に
見
え
る

(
ta
th
a
iv
ā
v
ip
a
rīta
d
h
a
rm
a
ṁ

g
a
d
a
tīti
k
ṙtv
ā
)︒
7
に
︑
こ
う
し
た
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
の
﹁
$
A
﹂
と
類
似
す
る
解
釋
法
は
漢
語
�
獻
に
も
見
出
せ
る
︒
た
と

え
ば
後
漢
の
劉
煕
﹃
釋
名
﹄
に
は
﹁
德
ハ
得
ナ
リ
﹂
﹁
義
ハ
宜
ナ
リ
﹂﹁
經
ハ
俓

ナ
リ
﹂﹁
仁
ハ
忍
ナ
リ
﹂
等
の
$
A
に
よ
る
說
*
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
佛
敎
經

典
の
}
釋
に
も
用
い
ら
れ
る
︒
例
え
ば
@
の
圓
測
﹃
仁
王
經
駅
﹄
は
經
名
の
說
*

と
し
て
﹁
仁
ナ
ル
者
ハ
忍
ナ
リ
︒
善
惡
ハ
忍
ヲ
含
ム
︒
王
ナ
ル
者
ハ
¹
ナ
リ
︒
衆

ノ
歸
¹
ス
ル
¦
ナ
リ
︒
故
ニ
仁
王
ト
名
ヅ
ク

(仁
者
︑
忍
也
︒
善
惡
含
忍
︒
王
者
︑

¹
也
︒
衆
¦
歸
¹
︑
故
名
仁
王
︒
大
正
三
三
・
三
五
九
中
)
︒﹁
仁
ナ
ル
者
ハ
忍
ナ

リ
﹂
は
直
�
に
言
 
し
た
﹃
釋
名
﹄
に
基
づ
く
︒﹁
王
ナ
ル
者
ハ
¹
ナ
リ
︒
衆
ノ

歸
¹
ス
ル
¦
ナ
リ
﹂
は
許
愼
﹃
說
�
解
字
﹄
の
﹁
王
ハ
天
下
ノ
歸
¹
す
る
¦
な

り
﹂
に
基
づ
く
︒
ま
た
﹃
白
虎
A
﹄
五
經
に
﹁
王
ハ
¹
ナ
リ
︒
王
ハ
天
下
ノ
歸
¹

ス
ル
¦
ナ
リ
﹂
と
あ
る
︒

眞如の諸解釋
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