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奥

義

書

と

起

信

論

幾
多
の
佛
敦
論
部
中
、
大
乗
急
信
論
は
所
謂
大
乗
通
申
論
の
商
一
と
し
て
、
古
来
北
方
佛
数
徒
の

間
に
尊
重
せ
ら
れ
、
其
の
名
最
も
高
い
も
の
、
―
つ
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
を
侯
た
な
い
。
然
る
に

も
拘
ら
ず
、
其
の
著
者
及
び
其
の
年
代
に
闘
し
て
疑
問
の
多
い
こ
と
に
於
て
も
、
、
亦
佛
数
諸
論
中
最

も
甚
だ
し
い
も
の
、

1

つ
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
奥
．
義
書
(
U
P
a
n
i
g
a
d
)
と

起

信

論

と

の

思

想
的
闊
係
を
，
究
朋
す
る
こ
と
を
以
て
目
的
と
す
る
本
篇
に
於
て
は
、
起
信
論
が
古
来
の
偲
説
の
如

(
A
牙
a,ghoi?a)

の
述
作
で
あ
る
と
否
と
は
何
等
闘
す
る
所
で
な
い
か
ら
、
今
絃
に
か
＼
る
問

が
併
し
、
本
論
に
就
い
て
は
‘
夙
に
梁
陳
時
代
に
南
道
地
論
＇
師
の
椴

作
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
主
張
が
あ
り
、
殊
に
近
く
は
望
月
信
亨
氏
が
宗
数
界
（
第
十
四
巻
第
一

題
を
解
決
す
る
必
要
は
な
い
。

く

馬

鳴

材
．
渓

奥

義

書

（
起
信
論
は
果
し
て
支
那
撰
述
な
る
か
）

と

起

信

論

哲

學

研

究

第
一
二
十
二
琥

第第，

十
三

冊巻

了

諦
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第

三

十

二

猿

墓
に
於
て
、
馬
鳴
偉
に
馬
鳴
が
こ
の
稲
の
論
を
述
作
し
た
こ
と
を
記
し
て
ゐ
な
い
こ
と
、
‘
龍
樹
(
N
a

g
密

-jn□

a)

無
著
(
A
s
a
1
i
g
a
)

世
襲
V
笠

s
u
b
f
l
.
u
d
h
u
)

の
著
述
を
始
め
と
し
印
度
撰
述
の
諧
論
中
、
絶
え
て
本
論

を
引
用
し
ィ
し
ゐ
な
い
と
と
、
奮
繹
起
信
論
の
巻
頭
に
其
諦
の
高
弟
た
る
隋
揚
州
沙
門
智
懺
の
も
の

し
た
も
の
と
し
て
載
せ
ら
れ
イ
）
を
る
序
文
の
低
作
な
る
こ
と
＼
隋
の
法
罷
等
の
撰
出
し
た
衆
稗

目
録
第
五
に
は
本
論
を
以
て
疑
惑
部
に
牧
め
、
「
人
云
真
諦
諄
一
勘
真
諦
録

i

無
ー
ー
此
論
ー
」
と
記
し
て
を
る
こ

と
ヽ
、
本
論
の
立
豹
が
具
諦
(Parnm,arLllil.)
の
悔
繹
に
係
る
決
定
搬
論
・
三
無
性
論
・
顕
識
論
及
び
轄
識
論

等
の
説
に
類
同
せ
る
こ
と
＼
本
論
中
に
多
分
支
那
撰
？
た
る
べ
含
菩
薩
嗅
路
本
業
罷
に
言
ふ
所
・

の
七
住
以
前
退
分
説
を
會
通
し
た
も
の
：
と
見
倣
す
べ
さ
一
節
の
存
す
る
こ
と
、
、
開
元
繹
数
録
第

八
玄
排
偲
に
「
又
以
如
起
信
一
論
文
出
属
叱
．
一
彼
土
詣
僧
恩
ね
か
其
本
一
排
乃
認
＞
痛
為
＞
梵
、
通
ー
ー
布
五
天

i

斯
則
法

化
之
緑
東
西
互
畢
、
」
と
記
し
て
あ
る
か
ら
賓
叉
難
陀
(
S
i
k

漁
巨
n<la,)

繹

出

の

起

信

論

は

恐

ら

く

玄

排

の

梵

繹

せ

し

も

の

を

獲

て

再

び

之

を

崖

繹

し

た

も

の

で

あ

る

ら

し

い

と

い

ふ

こ

と

＼

之

等

七

方

面
よ
り
推
究
し
て
起
信
論
は
か
の
決
定
搬
諭
等
に
準
捩
し
、
以
て
南
北
地
論
師
及
び
振
論
師
の
異

説
を
和
會
せ
ん
為
に
述
作
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
想
定
し
て
、
有
力
な
支
那
撰
述
説
を
硫
表
せ

ら
れ
た
か
ら
．
之
に
就
い
て
は
何
う
し
て
も
卑
見
を
開
陳
せ
ざ
る
を
得
な
5

。

し
て
支
那
撰
述
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
椴
令
奥
義
殷
と
本
論
と
の
思
想
的
脈
絡
を
索
め
て
も
直
ス
の
學

哲

學

研

究

若

し

起

信

論

が

果

二
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ぃ。
第
一
に
馬
鳴
偲
に
馬
嗚
が
こ
の
種
の
論
を
作
っ
た
こ
と
を
記
し
て
な
い
と
い
ふ
事
賓
は
、
本
論

の

作

者

を

以

元

馬

鳴

と

す

る

偲

説

を

成

立

せ

し

め

る

に

は

一

障

礫

と

な

る

が

既

に

う
に
本
論
の
著
者
が
馬
鳴
で
あ
ら
う
が
、
な
か
ら
う
が
本
篇
の
研
究
と
は
没
交
渉
で
あ
る
。

も

本

論

が

馬

鳴

の

作

で

あ

る

と

い

ふ

偲

設

に

は

信

を
i

直
き
か
ね
る
一
人
で
あ
る
が
、
併
し
本
論
が

馬
鳴
の
作
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
本
論
が
印
疫
撲
述
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
の
證
朋
と
は
な
ら
な

第
二
に
龍
樹
・
無
著
・
世
親
の
著
作
を
始
め
と
し
て
、
印
度
撰
述
の
諸
論
中
‘
絶
え
て
起
信
論
を
引
用

し
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
争
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
賓
で
あ
る
。

奥

義

書

と

起

信

●

と
は
出
来
ぬ
。

こ
の
事
賀
に
基
い
て
考
へ
る
と
、

余
輩

一
言
し
た
や

i

術
的
債
値
を
哭
ぶ
か
ら
で
あ
る
，
6

管
に
本
篇
．
ヴ
研
究
を
無
債

I

値

に

終

ら

し

め

る

ば

か

少

で

な

く
P

印
度
佛
数
数
理
史
上
に
も
非
常
な
大
影
部
グ
を
及
ぼ
す
こ
と
は
言
ふ
咬
で
も
な
い

3

故
に
先
づ
起
信
諭
を
以
〗
し
支
那
撰
述
と
す
る
説
を
扉
駁
し
て
、
本
論
が
．
印
度
撰
述
で
あ
る
こ
と

を
腔
明
し
よ
う
と
息
ふ
。

望
月
氏
の
想
定
は
多
少
有
力
な
論
握
に
立
脚
し
て
を
る
が
、
併
し
未
だ
以
て
之
を
承
認
す
る
こ
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立
し
な
い
と
言
っ
て
舌
雫
し
も
差
支
な
い
。

故
に
起
信

勿

論

無

著

の

主

著

と

も

い

ふ

べ

含

顕

楊

埋

数

論

及

び

哲

學

研

．

究

本

論

は

印

度

に

存

在

し

な

か

っ

た

の

で

ば

あ

る

ま

い

か

と

い

f
C

疑
間
の
起
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
‘
龍
樹
の
ま
こ
と
の
著
述
が
皆
起
信
論
に
先
立
つ
て
と
る
＇
1-

と
は
雨
者
の
學
説
を
比

較
し
た
な
ら
ば
容
易
に
知
り
得
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
（
松
本
文
博
士
著
佛
典
の
研
究
四
五
ー
六
頁

参
照
）
、
絃
に
主
と
し
て
疑
問
と
な
る
の
は
無
著
・
抵
親
の
繹
論
中
に
起
信
論
が
、
引
用
せ
ら
れ
一
し
ゐ
な

い
こ
と
で
あ
る
。
但
し
無
著
・
世
親
の
繹
論
中
起
信
論
の
引
用
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
ヽ
、

そ

れ

等

の

中

に

起

信

論

の

恩

想

が

採

用

せ

ら

れ

て

ゐ

な

い

と

い

人

と

と

と

同

一

視

し

て

は

な

ら

無
著
・
世
視
の
繹
論
中
に
は
起
信
論
は
引
用
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
け
れ
共
、
そ
の
息
想
は
充
分
包

容
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

ぬ。

否
‘
起
信
論
の
思
想
を
通
過
せ
な
く

t
ば
無
箸
・
世
親
の
學
設
は
成

蓋
大
乗
論
等
の
中
に
は
、
起
信
論
の
や
う
に
本
證
異
如
に
就
て
は
詳
説
せ
ず
、
専
ら
其
如
の
作
用
た

る

阿

菜

耶

識
(
A
l
a
y
a
,
 
vijfi:i
号
）
を
中
心
と
し
て
立
義
し
て
を
る
が
、
是
れ
蓋
し
起
信
論
に
於
ィ
し
，
は
既
に

異
刻
を
主
位
と
し
て
力
設
し
て
あ
る
か
ら
‘
起
信
論
に
於
て
寧
ろ
客
位
を
占
め
、
従
つ
て
そ
の
説
明

の
詳
細
を
級
い
て
を
る
阿
架
耶
識
に
就
い
て
、
自
家
の
新
見
を
螢
表
し
た
の
で
あ
る
。

論

の

思

想

を

了

得

せ

ず

し

て

は

無

著

の

繹

論

に

於

け

る

其

如

と

阿

菜

耶

識

と

の

闊

係

を

始

め

と

し
て
、
そ
の
他
煎
習
の
解
繹
な
ど
屯
充
分
之
を
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

而
も
無
著
の
根
本

第

一

二

十

二

臨

四
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●
義
書
．
ど
超
信
論

五
・

古
来
起
信

の
成
立
し
て
ゐ
た
こ
と
を
認
容
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

彼
等

て
を
る
こ
と
は
維
は
れ
な
い
。

ら
れ
て
ゐ
な
い
に
し
て
も
起
信
論
の
恩
想
と
包
蓋
し
ク
し
と
る
こ
と
は
疑
ひ
を
容
れ
な
い
。

世
親
の
大
乗
数
は
無
著
の
唯
誡
論
を
祖
述
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
是
れ
亦
起
信
論
哲
學
の
影
響

を
受
け
て
を
る
こ
と
．
は
言
ふ
を
須
ゐ
な
い
。

し
‘
如
京
歳
の
解
秤
に
於
て
そ
の
趣
と
異
に
す
る
に
止
り
、
大
骸
に
於
て
起
信
論
の
息
想
に
立
脚
し

故
に
無
著
・
批
親
の
秤
論
に
起
信
論
が
直
接
引
用
せ
ら
肛
て
ゐ
な

い

と

い

ふ

こ

と

は

決

し

て

本

論

が

印

度

に

存

在

せ

な

か

っ

た

と

い

ふ

證

腺

に

は

な

ら

ぬ

。

の
数
義
を
検
査
す
れ
ば
息
想
漿
展
の
必
然
的
過
程
と
し
ィ
し
、
彼
等
よ
り
以
前
印
度
に
於
℃
、
起
信
論

斯
く
論
じ
来
る
と
、
瑕
令
起
信
論
に
接
し
な
く
と
も
．
無
著
は
拐
伽
稗
等
に
よ
っ
て
起
信
論
と
似

通

へ

る

思

想

を

味

ふ

こ

と

が

出

来

た

の

で

あ

る

と

い

ふ

者

が

あ

る

か

も

知

れ

な

い

。

ず
る
こ
と
が
出
来
る
。

論
は
主
と
し
ィ
J
榜
伽
経
を
典
披
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
は
れ
て
を
る
匠
ど
あ
っ
て
、
雨
者
の
思

想

の

類

同

し

て

を

る

こ

と

は

賢

首

の

籾

伽

綽

心

玄

義

及

び

起

相

論

義

記

を

見

れ

ば

容

易

に

會

得

然
し
忍
も
し
無
著
以
前
に
起
信
論
が
現
は
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
な
ら
は
、
か
の

才

識

卓

抜

な

無

著

は

必

ず

や

興

如

そ

の

も

の

に

闊

す

る

彼

の

高

見

を

詮

表

し

た

に

逹

ひ

な

い

。

只

批

親

は

起

信

論

よ

り

も

一

層

稿

極

的

説

明

を

施
次

に

廊
は
想
ば
瞬
偉
論
と
些
じ
も
異
つ
て
ゐ
~
い
の
で
あ
る
か
ら
、
瑕
令
彼
の
著
書
に
起
信
論
が
引
用
せ
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哲
の
宅
に
於
．
t
諄
出
せ
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
、
後
者
に
於
て
は
起
信
論
僻
諄
の
こ
と
を
録
し
て
ゐ

て
は
何
等
記
す
る
所
が
な
い
。

の
作
と
し
て
起
信
論
一
心
二
門
大
意
と
い
ふ
や
う
な
如
何
は
し
い
著
書
の
博
へ
ら
れ
る
の
は
、
ー

ー

本

疏

は

我

朝

醍

醐

帝

の

時

代

に

山

城

國

海

印

寺

道

雄

の

門

弟

た

る

智

懺

法

師

の

作

で

あ

る

ら

し

く

必

ず

し

も

隋

の

智

懺

の

名

に

託

し

て

後

人

の

偽

作

し

た

も

の

と

断

ず

る

と

は

出

来

な

い

と

い

ふ

説

も

あ

る

が

ー

ー

つ

ま

り

蘊

諄

起

信

論

と

そ

の

諄

者

興

諦

の

上

足

智

懺

と

を

結

付

け

ん

と

す
る
か
ら
起
る
曲
事
・
で
あ
っ
て
、
初
め
て
起
信
論
の
興
謡
繹
な
る
こ
と
を
僻
へ
た
歴
代
三
賓
紀
（
第

十
一
）
に
せ
よ
‘
其
諦
の
態
績
高
僧
博
第
一
斥
に
せ
し
起
信
論
翻
諄
に
智
懺
の
闘
係
し
た
こ
と
に
就
い

前
者
に
於
て
は
只
梁
の
太
清
四
年
（
西
紀
五
五

0
年
）
富
春
令
陸
元

い
ふ
考
定
に
は
、
余
輩
も
亦
同
意
す
る
に
躊
躇
せ
ぬ
。

大
證
か
ヽ
る
序
文
が
偽
作
せ
ら
れ
．
又
智
憐

用
た
る
阿
梨
耶
識
に
就
い
て
、
彼
獨
得
の
見
解
を
陳
述
し
て
を
る
。

然
る
に
彼
の
繹
論
い
づ
れ
と
見
て
も
興
畑
に
閥
す
る
組
識
的
論
議
は
全
く
之
．
を
跛
き
、
異
如
の
作

是

れ

郎

ち

具

如

に

闊

す

る

根

本
的
説
明
は
起
信
論
に
於
て
既
に
遺
懺
な
く
説
き
盛
逹
れ
て
ビ
る
か
ら
、
彼
は
之
を
背
最
と
し
て

故

に

起

信

論

は

何

う

し

て

も

更
に
阿
菜
耶
識
を
中
心
と
す
る
唯
識
論
を
建
設
し
た
の
で
あ
る
。

印
度
に
於
て
無
著
以
前
に
作
ら
れ
た
も
の
と
推
定
せ
ね
ば
、
な
ら
ぬ
。

第

三

に

奮

繹

起

信

論

の

巻

頭

に

添

へ

ら

れ

て

を

る

智

懺

の

作

と

い

人

序

文

が

偽

作

で

あ

る

と

哲

學

研

完

第

一

二

十

二

讀

,. 

’‘ ． 
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“
 

偲
繹
と
を
結
付
け
ん
と
す
る
か
ら
、
種
々
の
疑
難
が
、
生
じ
来
る
の
で
あ
る
。

義
記
巻
上
に
面
「
以

u太
消
―
―
年
認
承
聖
三
年
歳
次
甲
成
硲
虹
止
観
寺
等
認

•
-
l
金
光
明
緑
禰
勒
下
生
謡
大
』

乗

起

信

論

等

線

二

十

一

部

合
1

i

十

蜃

此

論

乃

是

其

年

九

月

十

日

典

祇

邑

英

賢

恵

顕

智

憔

曇

振

恵

斐
井
黄
鍼
大
豚
軍
大
保
煎
公
勃
等
於
一
、
衡
州
建
興
等
所
＞
繹
、
沙
門
智
懺
筆
授
、
月
婆
首
那
等
諄
語
、
」
と
記

、、

し
て
あ
る
の
は
、
全
く
奮
繹
起
信
論
序
の
説
を
襲
踏
し
た
の
で
あ
っ
て
、
絃
に
其
年
と
あ
る
の
は
松

本
文
博
士
の
椴
定
せ
ら
れ
た
太
消
四
年
で
は
な
く
て
（
佛
典
の
研
究
五
九
頁
参
照
）
、
藉
諄
序
に
示
し

て
あ
る
年
琥
と
同
じ
く
、
共
の
前
文
に
掲
げ
ら
れ
て
を
る
承
聖
三
、
年
を
指
し
て
を
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
<
‘
賢
首
の
義
記
の
設
は
全
く
奮
繹
序
に
基
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
奮
澤
序
が
個
作
で

あ
る
以
上
は
、
こ
の
義
記
の
設
も
亦
信
ず
る
に
足
ら
な
い
こ
と
は
言
ふ
に
及
ば
ず
、
そ
の
他
同
じ
く

奮
諄
序
に
随
ふ
て
を
る
開
元
繹
数
録
第
六
）
の
記
事
も
亦
取
る
に
足
ら
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

要
す
る
に
吾
人
は
起
信
論
繹
出
と
智
懺
と
の
間
に
は
何
等
の
闘
係
な
い
も
の
と
し
て
‘
考
究
を
進

奥

義

書

と

起

信

論

て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

七

か

の

賢

首

の

起

信

論

然
る
に
｀
奮
繹
起
信
論
序
に
誤
ら
れ
て
‘
智
憐
と
起
信
論

て
を
る
。

な
い
ば
か
り
で
な
く
‘
智
憐
が
初
め
て
其
諦
に
會
ふ
た
の
は
異
諦
が
陳
の
天
嘉
四
年
（
西
紀
五
六
一
11

年
）
以
後
ー
ー
多
分
天
嘉
五
年
も
し
く
は
六
年
廣
州
の
制
旨
寺
に
入
っ
て
か
ら
後
の
こ
と
ヽ
な
っ

故
に
若
し
之
等
雨
者
の
記
事
が
異
な
り
と
す
れ
ば
、
智
憐
が
起
信
論
翻
繹
事
業
に
典
つ
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確
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
の

最
初
は
翻
諄
者
の
分
ら
な
か
っ
た
や
う
な
佛
典
で
も
、
後

＄
り
な
が
ら
、
あ
な
が
ち
成
立
年
代
の
古
い
親
録
が
悉
く
興
の

第
四
に
隋
の
法
純
等
の
撰
出
し
た
衆
経
目
録
に
起
信
論
が
疑
惑
部
に
牧
め
ら
れ
、
其
諦
録
を
勘

ふ
る
に
本
論
が
な
い
と
俯
へ
ら
れ
ィ

J

を
る
こ
と
は
、
本
論
を
以
て
其
誦
諄
で
な
い
と
す
る
見
解
の

起

信

論

を

以

て

其

諦

釘

出

と

博

へ

て

を

る

脈

代

三

賓

紀
は
隋
の
開
皇
十
七
年
（
西
紀
五
九
七
年
＿
十
二
月
に
撰
出
せ
ら
れ
、
法
綽
等
の
衆
紐
目
録
は
同
十
四

年
（
西
紀
五
九
四
年
）
七
月
十
四
日
に
撰
出
せ
ら
れ
て
を
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
成
立
年
代
に
於
て

も
後
者
は
前
者
よ
り
三
年
古
く
‘
又
前
者
の
記
事
よ
り
も
後
者
の
そ
れ
が
大
證
に
於
て
比
較
的
正

事
賓
を
側
ふ
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
。

に
至
っ
て
或
事
情
の
為
に
之
が
判
明
す
る
と
い
ふ
や
う
な
場
合
も
あ
り
、
尚
又
最
初
は
個
人
の
評

出
部
敷
が
明
瞭
で
な
か
っ
た
為
、
そ
の
全
部
を
記
載
し
得
な
か
っ
た
が
後
に
至
っ
て
特
別
の
記
録

若
し
く
は
他
説
の
た
め
、
之
が
知
悉
せ
ら
れ
る
や
う
な
場
合
も
あ
る
か
ら
、
古
い
罷
録
の
記
事
よ
り

も
新
し
い
も
の
ヽ
方
が
五
呼
つ
て
債
値
の
優
れ
て
を
．
る
こ
と
も
勘
く
な
い
。

今

法

経

等

の

衆

紬

目

録
中
に
畢
げ
ら
れ
て
を
る
其
諦
の
繹
出
佛
典
を
見
る
と
‘
頗
る
粗
漏
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

目
録
中
、
興
諦
の
繹
出
と
し
て
示
さ
れ
て
を
る
佛
興
を
板
索
す
る
と
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

有

力

は

論

挑

の

つ
で
あ
る
と
信
ず
る
。

め
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

哲

學

研

究

第

三

・

十

二

賊

八
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奥

裟

書

と

起

信

論

陵

負

論

一
巻

陳

泄

其

諦

諄

反

質

論

一
巻

陳

世

奥

諦

諄

如

賓

論

二
巻

陳

世

其

諦

諄

無

性

論

一
岱

陳

世

興

諦

諄

佛

阿

砒

曇

論

二
倦

陳

世

興

諦

認

中

邊

論

，
三
倦

陳

泄

其

諦

繹

佛

性

論

四

巻

陳

泄

其

諦

諄

大

涅

槃

経

論

一
巻

．
 

陳

抵

其

諦

於

廣

州

繹

律

陳

泄

其

諦

諄

第
五
巻
掲
出
の
分

二

十

二

巻

解

節

罷

一
倦

陳

枇

異

諦

繹

廣

義

法

門

純

1

怨

陳

抵

異

諦

於

晋

安

佛

力

寺

繹

無

上

依

経

二
巻

陳

世

沙

門

其

諦

於

炭

州

諄

金

光

朋

罷

l

巻

第
一
倦
掲
出
の
分
．

陳

時

異

諦

諄

九
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一
巻

第

六

巻

掲

出

の

分

明

了

論

1

巻

陳

世

興

諦

繹

四

諦

論

四
巻

倶
含
論

成
就
一
＝
乗
論

正

説

道

理

論

賓

行

王

正

論

撮

大

乗

繹

論

撮

大

乗

繹

論

立

正

阿

砒

曇

論

薮
槃
豆
傭

第

一

二

十

二

輩

｀
十
二
巻

二
十
二
巻

十

巻

陳

世

異

諦

諄

陳

世

興

諦

諄

唯
識
論

一
巻

陳

世

興

諦

繹

振

大

乗

本

論

一
巻

陳

世

其

諦

於

廣

州

繹．
 

十

五

巻

陳

世

興

諦

於

廣

州

辞

意

業

論

1

巻
一
巻

一
巻

求

那

磨

底

随

相

論

一

巻
一
巻

哲

學

研

究

陳

世

具

諦

繹

陳

世

其

諦

繹

陳

世

其

諦

諄

陳

枇

興

諦

繹

陳

世

其

諦

諄

陳

世

具

諦

繹

陳

世

異

諦

繹

陳

世

其

諦

諄

1
0
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あ
ら
う
。

せ
ら
れ
て
と
る
が
、
法
罷
等
の
目
録
に
は
之
を
逸
し
て
を
る
。

尚

又

歴

代

三

賓

紀

第

十

一

に

は

梁

く
て
‘
梁
代
に
諄
出
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

又

梁

の

太

消

四

年

富

春

令

陸

元

哲

の

宅

に

こ
れ
に
由
つ
て
観
る
と
、
法
経
等
の
目
録
に
は
只
陳
の
時
代
に
異
諦
の
繹
出
し
た
も
の
ば
か
り

が
載
せ
ら
れ
て
を
る
か
ら
、
梁
代
に
於
け
る
其
諦
の
博
繹
は
絶
無
で
あ
る
や
う
に
想
は
れ
る
。

し
‘
之
等
の
中
金
光
明
繰
七
巻
（
法
罷
等
の
目
録
に
三
巻
と
あ
る
は
誤
他
）
の
如
き
は
、
異
諦
の
博
に
も

歴
代
―
―
―
賓
紀
第
十
一

に
も
‘
梁
の
承
塞
元
年
揚
州
の
正
観
寺
に
於
て
繹
出
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て

記
逹
れ
て
を
る
か
ら
‘
之
は
明
か
に
梁
代
の
繹
出
に
係
る
も
の
で
あ
る
。
又
如
賞
論
の
如
§
も
、
歴

代
三
賓
紀
第
十
ー
に
は
梁
の
太
消
四
年
繹
出
と
な
っ
て
を
る
か
ら
‘
之
も
亦
陳
代
の
翻
繹
で
は
な

於
て
十
七
地
論
五
繹
の
側
繹
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
異
諦
の
偲
に
も
歴
代
三
賓
紀
第
十
一

の

承

幽

三

年

豫

章

の

賓

田

寺

に

於

て

禰

勒

下

生

鰹

一

巻

と

仁

王

般

若

経

1

巻
と
が
繹
出
せ
ら
れ
．

た
こ
と
を
記
し
て
あ
り
‘
而
も
真
諦
の
俯
に
は
そ
の
翻
繹
の
事
は
記
し
て
な
い
が
承
幽
三
年
二
月
・

に
箕
諦
豫
章
に
還
っ
た
と
記
し
て
を
る
か
ら
‘
之
等
二
経
は
多
分
そ
の
際
怖
繹
せ
ら
れ
た
も
の
で

然
る
に
法
経
等
の
目
録
に
は
之
等
も
亦
漏
＄
れ
て
を
る
。

3
す
れ
ば
、
法
純
等
の
目
録

中

に

は

異

諦

茄

槃

代

に

諄

出

し

た

も

の

は

殆

ん

ど

訣

け

て

を

る

と

言

っ

て

よ

い

。

奥

義

書

と

起

信

論

に
も
明
示

其

諦

の

翻

訴

に
闘
す
る
特
に
甚
だ
し
い
法
経
等
の
誤
博
を
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
彼
等
が
興
諦
諄
と
し
て
律
二
十

―― 

併
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る゚
本
意
を
充
分
逹
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
に
逃
ひ
な
い
。

二
倦
な
る
も
の
を
掲
げ
て
を
る
こ
と
で
あ
る
。

も
の
で
あ
っ
て
、
歴
代
三
賓
紀
第
九
に
其
諦
評
と
し
て
銀
げ
ら
れ
て
を
る
律
―
―
十
二
明
了
論
一
倦

に
相
営
す
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
、
然
る
に
法
経
等
は
之
を
一
一
部
の
書
の
如
く
僻
へ
た
の
で

あ

る

。

又

揖

大

乗

繹

論

の

十

二

巻

本

と

十

五

倦

本

と

を

列

拳

し

文

之

等

を

同

本

異

繹

と

怖

へ

て

を
る
の
も
明
瞭
な
誤
謬
で
あ
る
・

0

歴

代

三

賓

紀

の

撰

者

費

長

房

が

此

の

目

録

を

評

し

て
「
但
法
親
等
既
未
薔
見
ー
＝
―
-
国
繰
本
極
瞼
同
異
今
唯
且
婢
十
餘
家
録
」
と
言
っ
た
の
は
（
歴
代
―
―
―
賓
紀

／
勿
論
真
面
の
側
並
に
異
諦
の
翻
諄
を
助
け
た
法
泰
の
腿
綬
祁
僧
僻
第
一
）
に
よ
る
と
‘
巽
諦
は
梁

の

太

洞

二

年

閏

八

月

初

め

て

京

邑

に

着

し

て

以

恋

隙

初

に

至

る

ま

て

殆

ん

ど

十

年

間

は

僻

諄

の

殊

に

彼

の

側

に

は

こ

の

期

間

に

於

け

る

其

の

翻

出

純

典

と

し

て

只

十

七

地

論

と

金

光

明

親

と

が

學

げ

ら

れ

て

を

る

に

止

ま

つ

て

を

る
の
は
あ
ま
り
に
早
計
．
で
あ
る
。

二
年
）
に
至
る
三
四
年
間
富
春
に
留
錫
し
て
ゐ
た
ら
し
い
か
ら
、
こ
の
間
に
彼
の
繹
出
し
た
も
の
は

併
し
、
こ
の
十
年
間
に
真
諦
は
二
部
の
佛
典
以
外
何
等
偲
繹
す
る
所
が
な
か
っ
た
と
憶
断
す

慕
諦
ば
太
消
三
年
（
西
紀
五
四
九
年
）
か
ら
太
賓
三
年
酋
紀
五
五

第
十
二
）
恐
ら
く
箪
な
る
漫
罵
で
は
な
か
ら
う
と
息
ふ
。

頗
る
杜
撰
で
あ
る
と
い
は
ざ
る
を
得
な
い
。

故
に
法
料
等
の
目
録
は
少
く
と
も
其
諦
の
翻
露
に
闘
し
て
は
、

哲

學

研

究

第

一

一

一

十

二

認

帷
ふ
に
‘
之
は
彼
等
の
別
出
せ
る
明
了
論
と
同
じ



,1265 
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百
四
十
喪
若
倅
陳
紙
翻
之
、
則
列
三
萬
餘
堡
今
見
繹
記
‘
是
数
央
之
文
、
」
と
博
へ
を
．
る
。

然
る
に 併

興

諦

が

陳

の

時

代

に

入

っ

て

か

ら
1
一
一
度
ま
で
も
西
蹄
せ
ん
と
企
て
た
の
は
、
博
繹
事
業
が
意
の

典
の
原
本
は
頗
る
多
数
で
あ
っ
た
と
見
え
て
、
彼
の
偲
に
は
梁
陳
雨
代
と
通
じ
て
彼
の
繹
出
佛
典

六
十
四
部
二
百
七
十
八
巻
に
逹
す
る
こ
と
を
記
し
災
に
「
餘
有
未
諄
梵
本
書
並
多
羅
樹
葉
一
凡
有
三

る
多
数
の
佛
典
を
全
諄
す
る
目
的
を
以
て
支
那
へ
渡
恋
し
た
と
こ
ろ
が
、
梁
末
兵
砒
の
為
、
そ
の
宿

志
を
遂
ぐ
る
こ
と
を
得
ず
、
こ
ヽ
に
失
望
の
あ
ま
り
、
そ
ゞ
ろ
懐
郷
の
情
を
催
し
た
の
で
あ
る
。

し
．
陳
の
時
代
に
入
っ
て
は
‘
江
南
泰
平
と
な
っ
た
か
ら
、
数
界
の
事
俯
さ
へ
彼
に
好
都
合
で
あ
っ
た

な
ら
ば
、
俯
へ
ら
れ
て
℃
る
や
う
に
再
三
支
那
を
去
る
べ
く
試
み
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

奥

義

書

と

起

信

論

｀
 

如
く
進
捗
せ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
そ
の

一

原

因

で

あ

っ

た

に

違

ひ

な

唸

興
諦
は
か
、

彼

が

支

那

へ

箭

し

た

佛

に
勁
し
て
も
‘
疑
を
挿
ま
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

彼
の
博
に
示
す
如
き
十
七
地
論
一
部
に
は
止
ら
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

十
餘
人
の
助
力
に
藉
り
て
、
歴
代
三
賓
紀
第
十
一

査

覆

等

の

英

秀

沙

門

1l

に

博

ふ

る

如

く

十

八

部

論

一

巻

と

涅

槃

経

本

有

今
無
偶
論
一
巻
と
共
に
大
乗
起
信
論
・
一
巻
を
も
繹
出
し
た
の
で
あ
る
と
信
ず
る
。
只
彼
の
悔
に

記
さ
れ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
理
由
て
、
そ
の
翻
繹
と
否
定
し
た
な
ら
ば
‘
其
諦
の
博
に
は
彼
の
翻
繹
と

し
て
五
部
ば
か
り
し
か
示
姦
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
、
現
存
せ
る
確
賞
な
三
十
餘
部
の
其
諦
繹
出
佛
典
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き
、
前
者
を
疑
惑
部
へ
入
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

し
た
僧
宗
・
智
恨
・
法
泰
な
ど
の
英
オ
が
起
信
論
の
翻
諄
、
に
闊
係
し
て
ゐ
な
か
っ
た
こ
と
も
．
亦
興
諦

惟
ふ
に
起
信
論
は
歴
代
＝11~ 

紀
が
曹
砒
1
三
廠
偲
と
稲
す
る
記
録
に
基
い
て
側
ふ
る
如
く
、
太
消

四
年
興
諦
が
富
春
令
陸
元
哲
の
宅
に
於
て
諄
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
法
繹
等
は
主
と
し
て
隙
代

に
於
け
る
其
諦
諄
出
佛
典
を
載
せ
た
目
録
の
み
を
見
て
‘
梁
代
に
其
諦
の
繹
出
し
た
本
論
や
十
七

地
論
や
に
闘
す
る
記
録
に
接
す
る
機
會
を
得
な
か
っ
た
為
、
彼
等
の
撰
出
し
た
目
録
中
、
後
者
を
鋏

但

し

営

時

す

で

に

起

信

論

が

異

諦

繹

と

し

て

偲

ヘ

諄
出
目
録
中
よ
り
本
論
を
逸
せ
し
め
る
助
縁
と
な
っ
た
で
あ
ら
う
。

し
て
之
が
漏
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。

な

ほ

奨

諦

の

陳

代

に

於

け

る

重

奨

な

僻

露

事

業

に

参

典

る
本
論
は
世
人
の
顧
る
所
と
な
ら
な
か
つ
か
た
ら
し
い
。

従

っ

て

呉

諦

の

翻

諄

目

録

の

虫

時

と

究
i

陳
の
時
代
は
佛
数
界
．
に
於
て
は
三
論
學
派
の
復
興
と
な
っ
た
為
．
其
諦
の
宗
旨
と
し
た
唯
識
論
の

営

時

の

数

界

に

於

け

る

自

己

の

立

場

に

到

す

る
絶
望
が
兵
諦
を
し
て
西
婦
の
決
心
を
促
＄
し
め
た
主
な
原
因
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

、
、
、
、

博
に
内
興
諦
雖
偲
翻
論
＿
逍
鋏
愉
離
‘
本
謡
不
面
・
、
夏
載
猿
製
遂
欲
汎
舶
往
籾
伽
修
良
」
と
記
し
て
あ
る
。

之
に
由
つ
て
観
る
と
‘
起
信
論
の
如
合
も
夙
に
抗
＾
諦
の
他
諾
す
る
所
と
な
っ

(1

ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
．

陳
代
に
入
っ
イ
ニ
―
―
論
學
派
復
典
の
た
め
、
三
論
の
其
寮
俗
有
説
に
到
し
て
真
有
俗
無
説
を
主
張
す

故
に
彼
の

新
数
義
は
世
に
用
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

哲

學

碑

第

三

十

↓

一

緯

一
四
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り
で
あ
る
と
思
ふ
。

一
五

而
し
て

ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
、
そ
の
目
録
中
に
於
け
る
本
論
の
下
に

r

人
言
興
諦
諄
」
と
記
芯
れ
て
あ
る
こ
と

故

に

余

輩

は

歴

代

三

賓

紀

の

記

事

の

悉

く

信

ず

べ

か

ら

ざ

る

こ

と

は

に
依
つ
て
柄
か
で
あ
る
。

充

分

承

知

し

て

を

る

が

起

信

論

を

以

て

梁

代

其

諦

の

認

出

と

す

る

説

に

は

信

を

結

け

ん

と

す

る

も
の
で
あ
る
。

之

を

要

す

る

に

或

は

其

諦

諄

出

佛

典

に

闘

す

る

記

事

に

於

て

特

に

粗

漏

な

法

親

等

の

目

録

に

基
さ
‘
或
は
元
来
諄
出
佛
典
を
列
畢
す
る
こ
と
を
以
て
目
的
と
し
マ
し
を
ら
な
い
績
高
僧
侮
中
の
具

諦
偲
に
起
信
論
の
名
が
出
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
事
質
に
基
い
て
、
真
諦
歿
後
二
十
八
年
に
撰
出
せ
ら

れ
た
歴
代
三
賓
記
の
説
を
始
め
と
し
て
、
静
泰
の
衆
経
目
録
及
び
道
宣
の
大
唐
内
典
録
の
記
事
を

否
定
し
て
、
起
信
論
は
異
諦
繹
で
な
い
と
断
定
す
る
の
は
、
甚
だ
し
い
早
計
と
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
五
に
起
信
論
の
立
義
が
異
諦
側
繹
の
決
定
臓
論
等
の
設
に
類
同
．
し
て
を
る
と
い
ふ
理
由
て
、

本
論
が
撮
論
派
の
學
者
の
椴
作
に
係
る
も
の
で
あ
ら
う
と
想
定
す
る
が
如
さ
は
‘
賓
に
浅
見
の
至

起

信

論

の

思

想

が

揖

論

師

の

所

依

と

す

る

決

定

蔵

論

等

の

義

旨

に

近

似

し

既

に

述

べ

た

や

う

に

無

著

の

振

大

乗

論

な

ど

が

本

来
起
信
哲
學
に
立
脚
し
て
を
る
の
で
あ
る
か
ら
、
之
と
思
想
系
統
を
同
じ
う
せ
る
決
定
臓
論
等
と

起
信
論
と
が
そ
の
立
義
に
於
て
似
通
ふ
の
は
寧
ろ
嘗
然
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
ね
。

、

奥

義

書

と

起

信

論

て
を
る
こ
と
は
争
は
れ
な
い
事
質
で
あ
る
。



1磁

肴
―
―
―
十
二
嘉

望
月
氏
の

其
何
れ
が
原
説
的
で
何
れ
が
無
述
的
で
あ
る
か
と
い
人
と
は
函
望
月
氏
の
列
畢
せ
ら
れ
た
雨
論
の

本
文
を
比
較
し
た
ゞ
け
で
も
容
易
に
判
断
し
得
る
こ
と
で
あ
る
｀
｀

せ

る

阿

磨

羅

(Amala)
の
異
常
浮
識
を
暗
示
せ
る
思
想
が
起
信
論
に
於
け
る
「
破
ー
ー
和
合
誠
滅
ー
ー
相
績
心

相
顧
現
法
斐
智
淳
淫
故
、
」
と
い
ふ
言
設
の
上
に
認
め
ら
る
し
が
如
芝
又
顕
識
論
に
於
一
し
詳
説
せ
ら

れ
て
を
る
所
の
薫
習
論
が
、
起
論
論
の
所
説
と
吻
合
す
る
が
如
き
．
は
皆
是
れ
起
信
論
の
思
想
が
無

著

数

系

の

學

者

に

依

つ

て

痰

揮

せ

ら

れ

敷

術

せ

ら

れ

た

か

ら

で

あ

る

。

然

る

に

起

信

論

が

決

定

識
論
に
基
い
て
椴
作
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ど
と
い
ふ
如
含
推
論
は
、
思
想
登
展
の
順
序
を
無

従
っ
て
起
信
論
が
阿
梨
耶
を
異
妄
和
合
識
と
誂
て
、
覺
不
昼
の
一
一
義

槻
す
る
妄
見
に
過
ぎ
な
い
。

を
有
す
と
説
さ
‘
覺
の
義
の
阿
梁
耶
を
以
て
興
常
淫
識
と
な
し
不
畳
の
義
の
そ
れ
を
以
て
無
朋
臆

眠
識
と
な
し
て
を
る
の
は
、
つ
ま
り
阿
架
耶
識
を
浮
識
と
す
る
藉
の
北
道
地
論
師
の
説
と
、
阿
梨
耶

を

妄

識

と

す

る

南

道

地

論

師

及

び

奮

撮

論

師

の

説

と

を

調

和

せ

ん

と

試

み

た

も

の

で

あ

る

と

S

ふ
見
解
に
同
意
を
表
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。

尚
唐
の
均
正
の
僻
ふ
る
如
く
記
起
信
論
を
以
て
奮
の
南
道
地
論
師
が
馬
嗚
の
名
を
借
り
て
造
つ

た
も
の
で
あ
る
と
す
る
北
地
詣
論
師
の
主
張
隊
亦
之
を
認
容
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。

指
摘
せ
ら
れ
た
通
り
‘
北
逍
地
論
師
の
立
義
よ

b
も

南

道

地

論

師

及

び

醤

撮

論

師

の

そ

れ

が

起

信

咽

輝

『

日

努

帥

ち

決

定

蔵

論

巻

上

に

明

示

―-̂ 
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論
の
根
本
放
設
と
一
致
し
て
を
る
こ
と
は
疑
を
容
れ
な
い
。

識
と
な
す
こ
と
を
許
＄
な
い
北
道
地
論
師
の
立
場
と
し
て
は
、
「
以
松
i
n

阿
梨
耶
識
面
竺
”
価
面
べ
」
と
述
べ

て
寧
ろ
阿
梨
耶
を
無
明
商
眠
誠
と
認
め
ん
と
す
る
傾
向
の
著
し
く
｀
且
又
前
述
し
た
や
う
に
和
合

識
を
破
つ
て
以
て
淳
淫
の
智
證
顧
現
す
る
と
説
い
て
、
阿
磨
羅
識
を
施
設
す
る
南
道
地
論
師
の
設

に
有
力
な
典
撼
を
興
ふ
る
如
含
起
信
論
は
、
自
派
の
主
張
の
障
害
と
な
っ
た
に
逃
ひ
な
い
。
北
道

地
論
師
が
起
信
論
を
以
て
奮
の
地
論
師
の
椴
作
す
る
所
と
稲
へ
て
、
本
論
の
樅
威
を
傷
け
ん
と
し

浮
識
と
執
ず
る
こ
と
爵
駁
す
べ
ぎ
筈
で
あ
る
。

す
る
目
的
で
骰
作
せ
ら
れ
た
も
の
な
ら
ば
‘
必
ず
本
論
中
の
到
治
邪
執
の
一
段
に
於
/
L
‘
阿
菜
耶
を

然
る
に
此
の
一
段
に
於
い
て
、
此
の
種
の
見
解
に

種
に
分
た
れ

t
を
る
。

如
来
性
と
執
ず
る
も
の
、
二
に
は
異
如
涅
槃
の
法
は
畢
意
空
な
り
と
執
ず
る
も
の
、
三
に
は
如
来
蔵

．
に
色
心
等
差
別
の
法
あ
り
と
執
ず
る
も
の
、
四
に
は
具
如
の
罷
に
縣
法
あ
り
と
執
ず
る
も
の
、
五
に

は
衆
生
有
始
に
し
て
、
如
来
所
得
の
涅
槃
に
も
を
の
終
盛
あ
っ
て
、
衆
生
に
還
る
と
執
ず
る
も
の
、
郎

ち
こ
れ
で
あ
る
。

一
七

そ
こ
て
、
阿
菜
耶
を
浮
識
と
観
て
‘
妄

五
種
の
人
我
見
と
は
一
に
は
如
来
法
身
は
畢
意
寂
莫
に
し
て
、
虚
空
是
れ

之
等
の
中
、
最
初
の
二
執
は
般
若
稗
を
中
心
と
す
る
龍
樹
数
系
の
學
設
で
あ
り
、

奥

義

書

と

起

侶

論

到
し
て
破
斥
を
加
へ
た
励
は
絶
え
て
認
め
ら
れ
な
い
。

本

論

の

破

斥

せ

ん

と

す

る

人

我

見

は

五

た
所
以
は
‘
宵
に
絃
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

若

し

果

し

て

起

信

論

が

北

逍

地

論

師

の

立

義

を

打

破
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研
究
•
第
一
二
十
二
琥

第
三
執
は
小
乗
、
終
り
の
二
執
は
外
道
婆
羅
門
の
設
で
あ
っ
て
、
之
等
五
執
に
到
し
て
辮
駁
を
加
ヘ

第
一
執
を
到
治
し
て
、
r

明
ー
ー
虚
空
相
是
其
妄
法
證
無
不
袖
岱
以
＞
到
＞
色
故
、
有
ー
ー
是
可
見
相
一
令
。
心
生

『
滅
＿
以
n

一
切
色
法
本
来
是
心
＿
賞
無
＝
外
色
＿
若
無
＞
色
者
、
則
無
n

虚
空
之
相
＿
所
＞
謂
一
切
境
界
盃
唯
心
妄
起
故
有
、

若
心
饂
於
妄
懃
則
一
切
境
界
滅
唯
一
其
心
無
所
＞
不
＞
掴
‘
此
謂
゜
如
末
廣
大
性
智
究
覚
之
義
＿
非
如
や
虚
空

相
故
、
」
と
説
含
、
次
に
第
二
執
を
．
到
治
し
て
、
「
明
翼
如
法
身
自
證
不
空
、
具
迪
無
量
性
功
徳
涵
｛
、
」
と
陳
べ
て

を
る
。

か
く
の
如
く
最
初
ー
一
方
面
か
ら
龍
樹
學
涙
の
説
に
辮
駁
を
加
へ
て
を
る
所
か
ら
観
て
も
、

印

度

佛

数

々

理

螢

逹

史

上

に

於

け

る

起

信

論

の

地

位
1
/
J

窺
知
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

論

は

龍

樹

學

説

の

後

に

出

て

龍

樹

の

一

切

皆

空

説

に

到

し

て

本

證

不

空

説

を

鼓

吹

し

た

も

の

で

而

し

て

又

本

論

に

於

て

阿

磨

羅

識

や

末

那

識
(i¥:Ianoi
vijnt'i.na)
や
を
明
か
に
別
説
し
て
ゐ
な

い
所
か
ら
考
察
す
る
と
、
本
論
が
未
だ
無
著
・
世
親
を
中
心
と
す
る
唯
識
學
派
の
思
潮
に
鯛
れ
て
ゐ

な

い

こ

と

が

會

得

m
れ
る
。
故
に
起
信
論
を
以
て
決
定
識
論
等
に
準
搬
し
て
、
南
北
地
論
師
及
び

撮
論
師
の
異
説
を
和
會
せ
ん
が
た
め
に
仮
作
せ
ら
れ
た
も
の
と
観
る
こ
と
は
、
決
し
て
許
す
べ
か

第
六
に
起
信
論
中
「
如
修
多
羅
中
或
説
治
点
坦
ー
ー
臆
悪
趣
去
孟
在
其
賞
退i但
為
如
初
學
菩
薩
未
五
ぐ
正
位
而
~

憬
怠
喪
恐
怖
令
被
勇
猛
故
、
」
と
説
い
て
あ
る
の
は
．
菩
薩
環
路
本
業
罷
巻
上
賢
聖
學
掘
品
に
「
自
—

i
i
t

此
七

ら
ざ
る
顛
倒
の
妄
断
で
あ
る
。

あ
る
。

て
を
る
。

哲

學

一
八

郎
ち
起
信
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時
含
利
弗
丞
佛
威
棘
宣
ー
ー
告
末
會
諸
菩
薩
等
嘉
我
雄
昔
在
沐
器
時
、
或
従
二
住
進
至
泣
住
逼
復

退
瞳
而
在
初
住

i

復
従
初
住
幸
ご
五
六
佳
如
是
細
歴
六
十
胡
中
、
覚
復
不
＞
能
＞
到
示
・
退
轄

i

・
・
・
・
不
退

是
れ
明
瞭
に
七
住
以
前
退
分
説
を
詮
表
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
而
も
そ
の
十
住
断
結
継
は
竺
佛

念

が

印

度

の

原

本

か

ら

腐

出

し

た

確

宜

な

大

乗

緑

典

で

あ

る

。

故

に

前

掲

の

起

信

論

中

の

一

節

は
、
印
度
撰
述
と
し
て
は
他
し
む
べ
含
本
業
経
に
於
け
る
退
分
説
を
會
通
し
た
も
の
と
限
定
す
べ

き
理
由
な
く
、
従
っ
て
こ
の
獨
断
的
限
定
の
上
に
立
脚
せ
る
．
疑
難
も
亦
一
顧
の
債
も
な
い
こ
と
は

言
ふ
を
須
ゐ
な
い
。

第
七
に
績
高
僧
博
第
四
）
し
於
け
る
玄
排
僻
に
‘
玄
非
が
印
度
諸
僧
の
希
求
に
應
じ
て
起
信
論
を

梵
繹
し
た
と
記
し
て
あ
る
か
ら
‘
賓
叉
難
陀
の
新
繹
起
信
論
は
嘗
て
玄
排
が
印
度
に
於
て
梵
澤
し

た
も
の
を
原
本
と
し
た
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
想
定
は
、
あ
ま
り
に
奇
警
に
過
ぎ
た
観
察
で
あ
る
。

元
礎
緻
高
僧
側
の
玄
非
僻
は
悲
立
の
大
慈
恩
寺
―
―
―
蔵
法
師
偲
に
某
含
｀
之
を
省
略
し
て
作
ら
れ
た

大
士
於
ー
ー
七
住
中
一
而
浄
ー
ー
其
行

次
の
や
う
に
設
い
て
あ
る
。 第

―
―
―
十
二
撃

七

住

以

前

退

分

説

を

宣

べ

た

経

文

が

あ

る

か

と

い

ふ

に

余

輩

は

弦

に

そ

の

設

の

他

罷

に

示

3
れ

最

勝

問

菩

薩

十

住

除

垢

断

結

経

第

二

廣

受

品

の

終

り

に

て
を
る

一
例
を
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

哲

學

研

究

k
)
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奥

義

書

と

起

信

誨

桝
岬
所
叩
叩
心
性
常
無
谷
、
故
名
為
汰
ふ
唆
＿
以
汰
＇
＞
逹

今
そ
の
一
例
’
を
畢
げ
よ
う
。

注
靡
故
心
不
ー
ー
相
罠
忽
然
念
起
名
為
1

一
無
叩

る゚
美

は

し

い

偲

設

と

し

て

‘

之

を

そ

の

結

尾

に

附

加

し

て

置

い

た

の

で

あ

ら

う

，

瑕

令

‘

玄

排

の

起

信

認

出

が

事

宜

で

あ

っ

た

に

し

て

も

賓

叉

難

陀

新

繹

の

起

信

論

の

原

本

が

玄

排
の
梵
諄
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
断
ず
る
こ
と
は
餘
り
に
附
會
に
過
ぎ
た
見
解
＇
で
あ
る
。

新

奮

附

謬

の

文

言

義

旨

が

著

し

く

類

同

し

て

を

る

こ

と

は

事

賓

で

あ

る

が

、

併

し

漢

文

よ

り

梵

認

し
更
に
之
を
漢
文
に
翻
し
た
も
の
と
し
て
は
解
繹
す
る
•
こ
と
の
出
来
な
い
不
一
致
の
箇
所
も
あ

に
過
ぎ
な
い
ら
し
い
。

尤

も

も

の

で

あ

る

が

、

其

の

慈

息

欝

に

は

玄

排

の

起

信

諄

HL
の
引
と
．
に
就
い
て
は
何
等
記
す
所
が
な
い
。

若
し
果
し
て
玄
廷
ガ
の
起
信
諄
出
が
事
賞
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
FlJ
度

に

於

け

る

玄

排

の

行

励

事

蹟

の

巽

相

を

細

大

漏

さ

ず

記

載

せ

る

慈

恩

怖

に

か

．

ヽ

る

注

目

に

債

す

る

彼

の

幽

業

が

全

く

載

せ

ら

れ

て

ゐ

な

い

と

い

ふ

こ

と

は

賞

に

怖

む

べ

含

こ

と

で

あ

る

。

も

‘

叉

開

元

繹

数

録

第

八

の

玄

排

他

に

於

て

も

‘

此

の

事

業

が

特

別

に

偲

記

の

終

り

の

部

分

に

載

せ

惟

ふ

に

之

は

隋

以

来

起

信

論

が

数

界

の

注

怠

と

惹

く

や

う

に

な

っ

た

も

の

で

あ

る
か
ら
｀
玄
排
の
功
綾
を
．
一
層
華
々
し
く
せ
ん
が
た
め
‘
其
の
門
下
の
間
に
作
ら
れ
た
箪
な
る
催
設

ら
れ
て
を
る
。

故
に
道
宣
に
せ
よ
智
昇
に
せ
よ
彼
等
が
．
玄
排
側
を
綴
っ
た
際
‘
棄
て
難
い

面

し

て

縦

高

僧

側

の

玄

排

博

に

於

て
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第

三

十

二

抵

賓
叉

既

に

賓

叉

（
新
諄
）
復
似
本
性
無
差
別
故
、
農
復
偏
生
ー
一
切
境
界
面
無
褒
易
「
以
＞
不
海
ご
法
界
蔽
、
不
相
應
無
明
分
別

起
、
生
ー
諸
染
心

i

加
＞
是
之
義
甚
深
難
＞
測
、
唯
佛
能
佃
‘
非
ー
ー
除
所
p
r
‘

こ

の
1

節

は

雨

者

共

に

無

明

の

起

る

理

由

を

述

べ

た

も

の

で

あ

っ

て

雨

者

の

根

本

義

旨

に

至

つ
て
は
、
固
よ
り
相
違
は
な
い
が
、
そ
の
表
現
に
於
て
は
奮
諄
の
不
明
瞭
な
る
に
反
し
て
、
新
繹
は
頗

る
明
瞭
と
な
っ
て
ゐ
て
、
奮
諄
が
一
度
梵
繹
せ
ら
れ
た
為
、
か
ほ
ど
ま
で
に
表
現
の
趣
を
菱
更
し
た

と

は

考

へ

ら

れ

な

い

。

之

は

何

う

し

て

も

雨

者

の

原

本

が

異

つ

て

ゐ

た

為

で

あ

る

と

観

ね

ば

な

ら
ぬ
。
新
誘
起
信
論
序
に
依
る
と
賓
叉
難
陀
が
本
論
の
梵
本
を
齋
し
た
嘗
時
、
長
安
の
慈
恩
寺
の

塔
内
に
そ
の
奮
梵
本
が
存
在
し
て
ゐ
た
ら
し
い
。
絃
に
そ
の
一
節
を
引
用
し
よ
う
。

、
、
、
、
、

此
論
（
起
信
論
）
東
停
総
純
』
一
諄
[
:
・
・
・
此
本
冠
心
認
）
郎
子
闘
闘
三
蔽
法
師
宜
叉
難
陀
喪
i

梵
文
至
＞
此
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

又
於
酋
京
慈
恩
塔
内
一
獲
ー
ー
奮
梵
本
血
盆
一
義
學
沙
門
荊
州
弘
景
崇
輻
法
蔵
等
吋
5-
―
大
周
埋
暦
三
年
歳

次
癸
亥
十
月
壬
午
八
日
己
丑
於
ー
一
授
記
寺
面
豆
華
般
経
相
次
諄
‘
沙
門
復
證
筆
授
、
開
為
如
芦
翌
然
典
n

、
、
、
、

奮
翻
時
有
祖
摸
蓋
繹
者
之
意
、
又
梵
文
非
＞
一
也
、

こ
の
序
の
作
者
は
明
か
で
な
い
が
‘
其
の
記
事
は
信
用
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。

難
陀
脆
来
の
梵
本
と
慈
恩
塔
内
に
於
て
獲
ら
れ
た
奮
梵
本
と
が
あ
り
‘
而
も
雨
本
の
文
僻
同
一
で

な
い
と
す
れ
ば
、
少
く
と
も
起
信
論
の
梵
本
は
二
種
以
上
存
在
し
た
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

哲

學

研

究

ニ―
L
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論
が
印
度
撰
述
た
る
こ
と
の
傍
證
と
な
り
得
る
。

難
陀
の
新
繹
が
奮
繹
に
比
し
て
論
の
意
義
を
．
一
層
明
確
に
詮
表
し
て
を
る
所
以
は
、
諄
者
が
異
つ

全
く
一
致
し
マ
し
を
る
所
以
も
、
新
諄
の
際
奮
繹
が
参
照
せ
ら
れ
た
為
で
あ
ら
う
。
故
i

に

玄

眸

の

起

信
梵
繹
と
い
ふ
ゃ
う
な
不
確
賞
な
博
説
や
、
又
前
後
一
一
繹
の
起
信
論
の
文
言
義
旨
が
殆
ん
ど
吻
合

し
て
を
る
い
ふ
や
う
な
輩
簡
な
事
宵
に
基
い
て
、
質
叉
難
陀
は
恐
ら
く
玄
関
の
嘗
て
印
度
に
於
て

繹
し
た
も
の
を
獲
て
再
び
之
を
唐
繹
し
た
の
で
あ
ら
う
と
想
像
し
‘
起
信
論
は
本
来
印
度
に
存

在
せ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
と
推
断
す
る
如
さ
は
、
一
種
の
詭
辮
と
い
ふ
の
外
は
な
い
。

以
上
棲
々
陳
設
し
来
っ
た
所
に
依
つ
て
起
信
論
と
以
-
し
支
那
撰
述
と
な
す
論
捩
の
一
と
し
、
て

取
る
に
足
る
べ
さ
も
の
、
な
い
こ
と
を
證
明
し
た
と
同
時
に
、
却
つ
て
起
信
論
が
龍
樹
以
後
無
著

以

前

印

度

に

於

て

述

作

せ

ら

れ

た

も

の

と

考

定

せ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

理

由

が

確

賓

に

さ

れ

た

と
信
ず
る
。

更

に

こ

れ

よ

り

論

述

せ

ん

と

す

る

奥

義

書

と

起

信

論

と

の

思

想

的

闊

係

も

亦

起

信

奥

義

書

と

起

信

（
未
完
）

た
一
一
種
の
梵
本
と
奮
諄
と
を
到
照
す
る
便
宜
を
得
た
為
で
あ
ら
う
。

新

晉

雨

繹

の

文

言

が

熊

々




