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既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
蔵
仏
教
史
上
最
大
の
思
想
家
と
目
さ
れ

る
宗
喀
巴
に
は
、
『
正
理
海
』
と
い
う
名
の
、
中
論
に
対
す
る
注
釈
書
が
あ
り
、

e
 

そ
れ
が
中
論
の
詳
細
な
科
文
を
有
す
る
。
中
国
に
お
い
て
も
、
周
知
の
如
く
、

三
論
宗
の
始
祖
で
あ
る
吉
蔵
が
、
『
中
論
疏
』
の
な
か
で
中
論
を
科
文
に
分
段

し
な
が
ら
解
説
し
て
い
る
。
前
者
は
主
と
し
て
『
中
論
頌
』
に
対
す
る
月
称
の

注
釈
書
で
あ
る
『
明
句
』
に
基
づ
い
て
い
る
と
言
わ
れ
、
後
者
は
言
う
迄
も
な

く
、
羅
什
訳
の
『
中
論
』
の
科
文
で
あ
る
。
科
文
に
分
け
る
と
い
う
こ
と
は
、

も
と
の
論
典
の
各
章
句
を
論
全
体
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
解
釈
す
る
と
い
う
点

で
、
原
典
を
組
織
的
に
厳
密
に
理
解
し
て
い
く
上
で
、
極
め
て
有
効
な
研
究
方

法
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
注
釈
方
法
は
、
確
か
に
論
全
体
の
構

成
的
把
握
に
は
資
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
如
何
に
緻
密
に

な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
原
典
の
思
想
を
発
展
・
展
開
さ
せ
て
い
く
よ
う
な
性
格

の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
宗
喀
巴
も
吉
蔵
も
、
大
乗
仏
教
、
取
り
分
け
、

中
観
思
想
の
優
れ
た
学
僧
で
は
あ
っ
て
も
、
中
論
を
産
み
出
し
た
印
度
文
化
の

中

論

の

構

成

←) 中

論

の

構

な
か
に
身
を
置
い
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
中
論
は
猶
異
国
の
宗

教
思
想
、
異
質
の
文
化
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ

で
彼
ら
は
先
ず
何
は
と
も
あ
れ
、
そ
の
思
想
を
中
論
の
論
述
に
副
っ
て
忠
実
に

理
解
し
、
受
容
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
科
文
に
分
か
つ
こ
と
を

通
し
て
、
論
全
体
を
綜
合
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
の
も
、
一
面
で
は
そ
の
た

め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
或
る
意
味
で
は
科
文
に
分
段
し
て
い
く
と
い
う

理
解
方
法
は
、
外
来
文
化
の
受
容
の
一
方
法
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
の
か
も

知
れ
な
い
。

『
中
論
頌
』
に
対
す
る
印
度
の
注
釈
者
の
場
合
に
は
、
細

部
に
亘
っ
て
階
層
的
に
統
一
さ
れ
た
科
文
を
分
段
し
、
論
全
体
に
眼
を
配
り
な

が
ら
各
章
句
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
見
ら
れ
な
い
。
後
代
に
な
る
と
、

自
由
奔
放
に
傍
論
に
耽
っ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
寧
ろ
そ
の
傍
論
に
そ

の
注
釈
書
の
価
値
や
特
色
が
認
め
ら
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
程
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
で
い
な
が
ら
、
原
典
と
同
じ
文
化
的
背
景
か
ら
生
れ
た
強
み
と
で
も
言
お

う
か
、
印
度
撰
述
の
注
釈
書
に
は
、
『
中
論
頌
』
を
産
み
出
し
た
思
想
が
、
そ

の
内
的
必
然
性
を
も
っ
て
各
々
の
時
代
に
相
応
し
て
展
開
、
発
展
し
て
き
た
と

成

こ
れ
に
反
し
て
、 'I 

丹

治

昭

義



②
 

第

一

章

縁

(
p
r
a
t
y
a
y
a
)

の
考
察
①
ぃ
因
縁

で
あ
ろ
う
。

に

も
言
う
べ
き
、
強
靱
な
生
命
力
の
流
露
を
感
じ
さ
せ
る
一
面
が
あ
る
こ
と
は
否

め
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
印
度
の
注
釈
書
に
は
、
少
な
く
と
も
積
極
的

に
科
文
を
説
こ
う
と
す
る
意
図
は
全
く
見
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
部
分
的
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
章
句
の
主
題
や
前
後
と
の
関
連
を
論
ず
る
注
釈
が
全
く
な
い
訳
で

は
な
い
。
特
に
各
章
の
冒
頭
の
一
節
、
そ
れ
は
多
く
の
湯
合
反
論
者
の
主
張
か

ら
成
る
が
、
そ
の
発
言
が
、
そ
の
章
の
主
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
し
、
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
前
章
と
の
関
連
な
ど
に
言
及
し
て
い
る
も
の

も
な
い
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
科
文
と
は
言
え
な
い
が
、
し
か
し
、
或
る
意
味

で
は
宗
喀
巴
や
吉
蔵
の
科
文
よ
り
も
、
中
論
を
理
解
し
て
い
く
上
で
は
注
目
す

べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
印
度
撰
述
の
諸
注

釈
書
の
各
章
の
冒
頭
の
一
節
を
比
較
検
討
し
な
が
ら
、
各
章
の
主
題
や
関
連
を

概
観
す
る
。
た
だ
し
章
の
冒
頭
の
釈
文
が
そ
の
章
全
体
の
問
題
を
採
り
上
げ
て

い
る
の
か
、
章
の
前
半
の
一
部
だ
け
に
及
ぶ
も
の
な
の
か
ほ
俄
か
に
は
決
め
難

い
。
そ
の
た
め
に
は
各
章
の
注
釈
全
体
を
厳
密
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
以
下
に
紹
介
す
る
冒
頭
の

釈
文
は
決
し
て
中
論
の
構
成
に
関
す
る
正
確
な
資
料
と
言
え
な
い
場
合
も
な
い

で
は
な
い
。
し
か
し
不
完
全
で
あ
っ
て
も
、
中
論
全
体
の
一
応
の
展
望
を
得
て

お
く
こ
と
は
、
将
来
の
中
論
研
究
に
と
っ
て
全
く
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い

国

（
第
一
偶
・
省
略
）
と
説
か
れ
た
。

問
う
て
日
く
。

こ
こ
で
（
聴
聞
者
で
あ
る
弟
子
は
）
言
う
。
「
先
ず
生
を
説
く
こ
と
が

ど
う
し
て
唯
言
説
に
過
ぎ
な
い

(vyavahii.ramii.tra)

か
を
説
明
し
て
下

③
 

論
師
（
龍
樹
）
は
、

正
に
そ
の
不
生
等
の
不
共
の

(asiidhiirai:i,a)

限

④
 

定

(
<
i
笞
~
a
i
:
i
a
)

を
も
っ
た
縁
起
を
説
か
れ
た
方
で
あ
る
と
い
う
点
で
、

世
尊
を
称
讃
さ
れ
た
上
で
、
（
次
に
）
不
生
を
説
明
し
て
か
ら
な
ら
ば
、

不
減
等
の
限
定
は
説
明
し
易
い
と
考
え
て
、
不
生
に
つ
い
て
最
初
に
説
明

し
よ
う
と
欲
し
、
反
論
者
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
生
の
（
四
句
）
分

別
を
提
示
さ
れ
た
。
即
ち
、
生
を
主
張
す
る
者
達
の
う
ち
で
或
る
人
々
は
、

「
存
在
物

(
b
h
i
i
v
a
)

t! 自
よ
り
生
ず
」
と
言
い
、

人
々
は
「
無
因
よ
り
」
と
言
う
。

（
そ
れ
ら
の
）
も
の
を
論
理

(
y
u
k
t
i
)

と
教
証

(
a
g
a
m
a
)

に
よ
っ
て
考
察
す
る
と
き
、
生
は
あ
ら
ゆ
る
湯
合
に
、

道
理
(
u
p
a
p
a
t
t
i
)

U
耐
え
な
い
と
い
う
自
己
の
明
確
な
認
識
(
n
i
s
c
a
y
a
)

⑤
 

に
よ
っ
て
、

り
」
と
言
い
、
或
る
人
々
は
「
（
自
他
の
）
両
者
よ
り
」

と
言
い
、

他
の

他
の
人
々
ほ
「
他
よ

四
さ
い
」

⇔
 

日
の
所
説
を
聞
か
ん
と
欲
す
」

「
汝
、
不
生
不
減
の
義
を
釈
す
と
雖
も
、
我
、
造
論
者

「
で
は
、
ど
う
し
て
別
の
仕
方
で
は
生
じ
な
い
の
か
」



囲
次
に
不
減
等
に
限
定
さ
れ
た
縁
起
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
欲
し
て
、
生
の

否
定
に
よ
っ
て
滅
等
は
否
定
し
易
く
な
る
と
考
え
た
論
師
（
龍
樹
）
は
、

先
ず
最
初
に
生
の
否
定
に
着
手
さ
れ
た
。
反
論
者
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て

い
る
生
は
、
「
自
よ
り
」
と
想
定
さ
れ
る
か
、
或
い
は
「
他
よ
り
」

説
か
れ
た
。

を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

中

論

の

構

成

「（自

（
第
一
偶
・
省
略
）
と

他
の
）
両
者
よ
り
」
「
無
因
よ
り
」
と
想
定
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
い
ず
れ

の
場
合
に
も
妥
当
し
な
い
と
明
確
に
認
識
し
て
、

諸
注
釈
書
は
す
べ
て
帰
敬
偶
を
も
第
一
章
に
含
め
て
い
る
か
ら
、
厳
密
に
言

え
ば
、
こ
れ
ら
の
文
言
は
第
一
章
の
冒
頭
に
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
こ

れ
ら
の
注
釈
書
は
一
致
し
て
、
帰
敬
偶
が
説
く
不
生
不
減
等
の
、
い
わ
ゆ
る
八

不
の
縁
起
を
論
全
体
の
主
題
と
し
て
認
め
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
四
種
不
生

を
説
く
第
一
章
第
一
偶
以
下
は
、
特
に
縁
起
の
不
生
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
こ

と
も
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
見
解
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

『
無
畏
』
が
「
別
の
仕
方
で
」
と
い
う
の
は
、
縁
起
以
外
の
別
の
生
起
方
法

四
種
不
生
は
生
起
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
す
べ

て
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
縁
起
と
い
う
生
起
が
不

生
を
実
相
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
因
縁
心
論
』

(
P
a
t
与
a
s
a
m
u
t
p
a
d
a
h
r
d
a
y
a
s
a
s
t
r
a
)

の
注
釈
文
で
は
十
二
支
の
各
支
分

の
生
起
が
、
そ
の
時
代
に
経
験
的
に
数
え
あ
げ
ら
れ
て
い
た
原
質

(prakrti)

、、

な
ど
の
十
種
の
原
因
か
ら
の
生
起
で
な
く
、
縁
起
で
あ
る
こ
と
を
説
く
と
言
っ

⑥
 

て
い
る
が
、
そ
れ
に
比
べ
て
こ
こ
で
説
く
四
句
不
生
の
縁
起
は
遥
か
に
思
想
的

日

こ
こ
で
（
反
論
者
は
）
言
う
。

⑦
 

去
来

(
g
a
t
a
g
a
t
a
)

の
考
察
日
国
四

の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

「
こ
の
（
世
）
に
お
い
て
三
時
の
分
位

こ
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
月
称
の
釈
文
は
清
弁
の
そ
れ
を
簡
単
に
し
た
だ
け

に
整
備
さ
れ
た
分
析
に
立
脚
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
四
句
分
別
は
龍

樹
の
独
創
で
な
い
こ
と
は
改
め
て
言
う
迄
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
。

注
釈
者
の
で
な
く
造
論
者
の
所
説
を
聞
き
た
い
、
と
い
う
⇔
の
『
中
論
』
の

聴
聞
者
の
懇
請
は
、
注
釈
者
の
釈
文
と
言
う
よ
り
も
、
訳
者
の
羅
什
の
作
文
と

理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

四
種
不
生
を
通
し
て
生
起
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
起
は
実
在
せ

ず
、
唯
言
説
、
日
常
的
慣
行
と
し
て
言
わ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
縁
起
の
実
相
が
不
生
の
縁
起
で
あ
る
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。
換
言
す
れ
ば
、
縁
起
の
勝
義
諦
が
不
生
の
縁
起
で
あ
っ
て
、
縁
起
と
い
う

生
起
は
唯
日
常
的
慣
用
に
過
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
見
解
は
印
度
の
注

釈
者
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
言
説
と
勝
義
と
の
意
味
が
注

釈
者
に
よ
っ
て
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
別
に
詳
し
く
検

討
す
る
の
で
、
今
は
触
れ
な
い
。

第
二
章

(
g
a
m
y
a
m
i
i
n
a
・

去
時
）

た
だ
し
、
仏
護
の
こ
の
反
論
は
第
一
偶
だ
け

に
関
係
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

已
去
）
、
未
だ
去
ら
ざ
る
も
の

去
っ
た
も
の

(agata• 

未
去
）
、

(gata• 

去
り
つ
つ
あ
る
も
の



⑮ 

(adhvatrayii.vasthii.)

の
運
動
(
k
r
i
y
a
)

が
経
験
さ
れ
る
。
―
―
一
時
の
分

位
を
準
拠
と
し
て

(pamii.I}Ikrtya)
、
已
去
、
未
去
、
已
時
等
が
詳
し
く

説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
運
動
は
存
在
す
る
」

問
う
て
日
く
。

「
世
間
眼
見
に
一
ー
一
時
に
作
有
り
、
已
去
と
未
去
と
去
時

と
な
り
。
作
有
る
を
以
て
の
故
に
当
に
知
る
べ
し
、
諸
法
有
る
こ
と
を
」

（
聴
聞
者
は
）
言
う
。

・
「
あ
な
た
が
こ
の
不
生
の
理
に
つ
い
て
よ
く
説⑧

 

明
し
て
下
さ
い
ま
し
た
の
で
、
私
達
の
心

(
m
a
n
a
s
)

は
空
性
の
聴
聞
に

⑨
 

驚
嘆
で
満
た
さ
れ
ま
し
た
。
ど
う
い
う
訳
で
世
間
に
よ
っ
て
直
接
的
に
経

験
さ
れ
る
去
来
が
妥
当
し
な
い
の
か
、
そ
れ
を
先
ず
説
明
さ
れ
よ
」

次
に
、
不
来

(
a
n
i
i
g
a
m
a
)
、
不
去

(
a
n
i
r
g
a
m
a
)

と
い
う
限
定
を
も

っ
た
縁
起
を
説
明
す
る
（
た
め
）
か
、
或
い
は
、
第
一
章
に
お
け
る
あ
ら

ゆ
る
存
在
物
の
不
生
の
教
説
と
対
立
す
る
主
張
(
v
i
p
a
k
~
a
)

を
否
定
す
る

た
め
に
第
二
章
は
著
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
（
聴
聞
者
は
）
言
う
。
「
た
と
え
生
の
否
定
に
よ
っ
て
縁
起
の

不
減
等
の
限
定
が
成
立
す
る
と
し
て
も
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
不
来
不
去

の
縁
起
の
成
立
の
た
め
に
、
世
間
で
認
め
ら
れ
た
来
去
と
い
う
運
動
を
否

定
す
る
た
め
に
、
或
る
別
の
道
理
を
説
か
れ
よ
」

国 笛 ⇔
 

延
い

第
二
章
の
題
名
は
西
蔵
訳
系
の
「
已
去
、
未
去
、
去
時
」
と
漢
訳
と

句
』
の
「
去
来
」
の
二
種
に
分
れ
る
。
し
か
し
冒
頭
で
一
ー
一
時
の
運
動
を
問
題
と

す
る
の
は
『
無
畏
』
と
『
中
論
』
だ
け
で
あ
る
。
後
者
は
前
者
の
訳
に
過
ぎ
な

い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
『
無
畏
』
で
は
反
論
は
運
動
の
存
在
を
主
張
す
る
の
に
、

『
中
論
』
で
は
‘
-
―
一
時
の
運
動
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
法
・
存
在
物
が
あ
る

こ
と
を
主
張
す
る
立
場
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
羅
什
の
加
筆
で
あ
ろ
う
。

去

時

」

実

際

に

は

仏
護
は
世
間
で
直
接
経
験
す
る

「
去
来
」
を
問
題
と
し
、
清
弁
は
こ
の
章
の
主
題
を
「
不
来
不
去
の
縁
起
」
と

す
る
か
ら
で
あ
る
。

清
弁
は
こ
こ
で
挙
げ
た
冒
頭
の
一
節
に
引
き
続
い
て
、
仏
護
の
見
解
を
、

R
 

「
他
の
人
は
『
不
生
の
理
を
聞
い
て
、
信

(
d
a
d
pa, 
p
r
a
s
a
d
a
,
 
s
r
a
d
d
h
a
)
 

を
起
し
、
世
間
で
自
明
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る

(
l
o
k
a
p
r
a
s
i
d
d
h
a
)
去
来
の

否
定
を
聴
こ
う
と
願
う
弟
子
の
た
め
に
、
第
二
章
は
著
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
」

と
紹
介
し
て
、
そ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
清
弁
は
「
空
性
を
聴
い

て
、
心
が
驚
嘆
に
満
た
さ
れ
る

(
n
o
m
t
s
h
a
r
 sii.in 
p
o
 c
a
n
 d
u
 b
y
a
s
,
 
a
s
-

c
a
r
y
a
g
a
r
b
h
i
t
a
●
)
」
こ
と
を
「
信
」
と
す
る
か
ら
、
大
乗
経
典
な
ど
で
麗
々
見

ら
れ
る
驚
異
、
希
有
、
未
曽
有
は
す
べ
て
「
信
」
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
ま
た
清
弁
は
こ
こ
で
仏
護
の
「
世
間
に
よ
る
直
接
的
経
験
、
即
ち
世
間

で
自
明
の

(l_ijig
r
t
e
n
 g
y
i
(
s
)
 
m

忠
n

s
u
m
,
 l
o
k
a
p
r
a
t
y
a
k
i
?
a
●)」、

て
は
羅
什
の
「
世
間
眼
見
」
が
「
世
間
で
（
自
明
と
し
て
）
認
め
ら
れ
た

(lo.

k
a
p
r
a
s
i
d
d
h
a
)
」
で
あ
る
と
す
る
が
、
そ
れ
が
月
称
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た

仏
護
も
清
弁
も
題
名
は
「
已
去
、

「
去
来
」
の
章
と
考
え
て
い
た
と
言
え
る
。

未
去
、

で
あ
る
が
、

四

『明



〔
結
論
〕

〔
連
合
〕

〔
証
因
〕

〔
喩
例
〕

⑪
 

こ
と
が
解
る
。

清
弁
は
仏
護
を
批
判
し
て
、
弟
子
に
対
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
な
い
と
主
張

す
る
が
、
し
か
し
第
二
章
で
は
世
間
で
自
明
と
さ
れ
る
去
来
が
否
定
さ
れ
る
と

解
釈
し
て
い
る
点
は
、
仏
護
ま
で
の
注
釈
者
と
変
ら
な
い
。
彼
は
言
う
。

「
世
間
の
人
な
ら
ば
、
大
抵
は
、
多
く
の
作
用
・
運
動
(
k
r
i
y
a
)
と
い
う
身

⑫

‘

‘

 

体
的
行
動
・
言
説
の
せ
い
で
、
作
用
・
運
動
と
い
う
も
の

(
b
h
a
v
a
,
p
a
d
a
r
t
h
a
)
 

に
執
着
し
て
い
る
。
そ
こ
で
そ
の
執
着
と
い
う
矢
尻
を
抜
き
去
る
た
め
に
、

「
去
」
と
い
う
特
徴
を
も
つ
作
用
・
運
動
の
一
っ
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
残
り

の
作
用
・
運
動
は
否
定
し
易
い
か
ら
で
あ
る
」

こ
う
し
て
彼
は
次
に
「
不
生
の
教
説
と
対
立
す
る
主
張
」
を
提
示
す
る
。

を
な
す
こ
と
は
な
い
。

こ
の
世
で
は
生
じ
て
い
な
い
も
の
は
そ
れ
ら
の
対
象
を
も
つ
言
説

例
え
ば
、
石
女
の
子
は
去
（
と
い
う
言

説
）
を
な
さ
な
い
よ
う
に
。

デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
ク
や
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
｀
｀
、
ト
ラ
は
そ
の
よ
う
に
去
（
と

い
う
言
説
）
を
な
さ
な
い
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
故
に
、
内
の
存
在
物
は
正
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

清
弁
は
こ
の
よ
う
に
内
の
諸
処
が
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
世
間
で
自

中

論

の

構

成

そ
れ
ら
の
対
象
を
も
つ
言
説
を
な
す
か
ら
。

〔
主
張
〕
内
の
存
在
物
（
で
あ
る
眼
等
の
六
認
識
器
官
）
は
正
に
生
じ
た
も

の
で
あ
る
。

， 

(1) 

第

三

章

根

(
i
n
d
r
i
y
a
)

の
考
察

眼

等

の

根

六

情

③

⑥

よ
い
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

五

9
回

囮

処

(
i
i
y
a
t
a
n
a
)

六
根

価

s

明
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
「
去
」
と
い
う
運
動
を
、

即
ち
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
ク
な
ど
の
人
が
為
す
こ
と
を
論
拠
と
し
て
論
証
す
る
主
張

を
反
論
と
し
、
そ
の
否
定
を
第
二
章
の
主
題
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
点
で
も
第
一
章
と
の
関
連
が
明
白
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

宗
喀
巴
は
第
一
章
と
第
二
章
を
「
二
無
我
の
略
説
」
と
し
て
一
対
を
な
す
と

解
釈
し
、
前
者
を
「
因
果
の
能
所
を
考
察
し
て
、
法
の
自
性
を
否
定
す
る
」
章

と
し
、
後
章
を
「
去
来
の
能
所
を
観
察
し
て
、
人
の
自
性
を
否
定
す
る
」
と
言

う
。
能
所
(
b
y
a
b
y
e
d
)

の
意
味
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
第
一
章
が
法
の
自
性

の
否
定
で
あ
る
の
は
、
生
の
否
定
が
内
の
諸
処
の
自
性
の
否
定
で
あ
り
、
第
二

章
が
人
の
自
性
の
否
定
で
あ
る
の
は
、
世
間
で
自
明
と
し
て
認
め
ら
れ
た
「
去
」

と
い
う
運
動
・
言
説
の
否
定
が
、
運
動
を
す
る
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
ク
等
の
「
人
」

の
存
在
の
否
定
だ
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ

の
よ
う
に
中
論
は
最
初
の
二
章
で
不
生
不
減
、
不
去
不
来
の
縁
起
を
説
い
て
い

⑬
 

る
こ
と
に
な
る
が
、
梵
本
『
八
千
頌
』
の
末
尾
に
説
か
れ
た
不
生
不
減
、
不
去

不
来
の
縁
起
は
こ
の
よ
う
な
中
論
の
解
釈
の
影
響
の
下
に
成
立
し
た
と
考
え
て

こ
こ
で
（
反
論
者
は
）
言
う
。

〈
生
じ
て
い
る
も
の
〉



い
う
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
よ
く
説
明
し
て
下
さ
い
ま
し
た
の
で
、
私
達
の

心
は
空
性
を
聞
く
こ
と
に
奮
起
い
た
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
次
に
自
分

⑭
 

の
教
法
に

b
r
t
e
n
h
a
 
churi~ig 

(
意
味
不
明
）
説
か
る
べ
き
で
す
」

四
そ
こ
で
次
に
生
と
い
う
（
不
生
と
）
対
立
す
る
特
定
の
主
張

(
v
i
p
a
k
~
a

＇

<
i
5
怠
a)
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
処
が
無
自
性
で
あ
る
こ
と
を

説
く
目
的
の
た
め
に
第
三
章
が
著
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
或
い
は
、
去
と

い
う
対
立
す
る
主
張
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
処
が
空
性
で
あ
る

~ に）

こ
こ
で
（
聴
聞
者
は
）
言
う
。

る」
問
う
て
日
く
。

〔
第
一
偶
・
省
略
〕

「
あ
な
た
が
、
去
は
不
合
理
で
あ
る
と

此
の
中
、
眼
を
内
情
と
な
し
、
色
を
外
塵
と
な
す
。
眼
、
能
く
色
を
見

る
。
乃
至
、
意
を
内
情
と
な
し
、
法
を
外
塵
と
な
す
。
意
、
能
く
法
を
知

「
経
の
中
に
六
情

(11
根
）
有
り
と
説
く
。
所
謂
、

「
見
、
聞
、
嗅
、
嘗
、
触
、
思
考
が
六
根
で
、
こ
れ
ら
の
対
象
ほ
〈
見

ら
れ
る
も
の
〉
等
で
あ
る
。

見
、
聞
等
の
こ
れ
ら
六
根
は
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
六
（
根
）
の
対
象
が

〈
見
ら
れ
る
も
の
〉
等
に
他
な
ら
ず
、
色
を
見
る
眼
、
乃
至
、
法
を
知
る

意
で
あ
る
。
」

〔
喩
例
〕

〔
結
論
〕

〔
連
合
〕

〔
喩
例
〕

こ
と
を
説
く
た
め
に
第
三
章
は
著
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
一
（
説
）
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
と
き
、
そ
の
と
き
提
示
さ
れ
る
反

主
張

(
v
i
p
a
k
~
a
)

t:
、

〔
主
張
〕

〔
証
因
〕

〔
主
張
〕

〔
証
因
〕

運
動
の
結
果
が
あ
る
か
ら
。

色
に
対
す
る
見
等
の
よ
う
に
。

去
は
正
に
存
在
す
る
と
把
握
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
二
、
二
五

c
d
)
と
説
か

勝
義
と
し
て
内
の
諸
処
は
正
に
生
ず
る
と
把
握
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

対
象
ご
と
に
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
。

こ
の
世
で
は
生
じ
て
い
な
い
も
の
が
、
対
象
ご
と
に
決
ま
っ
て
い

る
こ
と
は
な
い
。
例
え
ば
、
石
女
の
子
の
諸
処
が
対
象
ご
と
に
決

し
か
し
、
内
の
諸
処
は
こ
の
よ
う
に
対
象
ご
と
に
決
ま
っ
て
い
る
。

即
ち
、
見
、
聞
、
嗅
、
嘗
、
触
、
思
考
の
対
象
は
、
色
、
声
、
香
、

味
、
可
触
物
、
法
で
あ
る
と
い
う
順
序
の
通
り
に
。

そ
れ
故
に
上
述
の
証
因
に
よ
っ
て
、
内
の
諸
処
は
正
に
生
ず
る
と

把
握
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
（
説
）
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
と
き
、
そ
の
と
き
、

去
る
者
と
去
る
べ
き
場
所
は
存
在
し
な
い
」

れ
た
の
で
、
反
論
者
の
或
る
者
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

ま
っ
て
い
な
い
よ
う
に
。

ーユ
ノ‘

「
そ
れ
故
に
去
と



⑮
こ
こ
で
（
反
論
者
は
）
言
う
。
「
た
と
え
去
と
去
る
者
と
去
る
べ
き
場

所
は
存
在
し
な
く
て
も
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
教
説
に
よ
っ
て
成
立
す
る

こ
と
に
依
拠
し
て
、
見
る
者
、
見
ら
る
べ
き
対
象
、
見
等
の
存
在
す
る
こ

と
が
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
説
か
れ
て

い
る
。〔

第
一
偶
・
省
略
〕

『
無
畏
』
は
第
一
偶
が
六
根
・
処
が
実
有
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
す
と
解

釈
す
る
。
従
っ
て
偶
自
身
が
反
論
を
な
す
こ
と
に
な
る
。
『
中
論
』
は
『
無
畏
』

と
同
じ
で
あ
る
が
、
若
干
表
現
を
訂
正
し
て
い
る
。

仏
護
は
第
二
章
の
「
去
」
に
触
れ
て
い
る
が
、
そ
の
去
の
問
題
と
こ
の
章
と

の
関
係
は
理
論
的
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

清
弁
の
第
一
説
の
「
生
と
い
う
対
立
す
る
特
定
の
主
張
」
と
ほ
「
対
象
ご
と

に
決
ま
っ
て
い
る
」
こ
と
を
証
因
と
し
て
「
勝
義
と
し
て
内
の
諸
処
が
生
ず

る
」
と
主
張
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
が
第
一
章
の
「
不
自
生
」
の
論

証
以
来
、
空
無
自
性
を
論
証
す
る
命
題
の
主
語
に
「
内
の
諸
処
」
を
用
い
て
い

る
の
は
、
こ
の
章
で
『
中
論
頌
』
で
は
始
め
て
法
・
存
在
物
の
具
体
的
事
例
と

し
て
根
・
処
が
挙
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
宗

喀
巴
は
第
三
章
以
下
を
「
二
無
我
広
説
」
と
し
、
第
三

i
五
章
を
法
無
我
を
説

く
う
ち
の
「
三
法
無
我
」
と
し
て
、
順
に
処
、
蘊
、
界
の
法
無
我
を
説
く
章
と

解
釈
す
る
。
結
論
と
し
て
は
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
清
弁
や
月
称
は
以
下

中

論

の

構

成

そ
れ
故
に
見
等
ほ
自
性
と
し
て
存
在
す
る
」

け
問
う
て
日
く
、
「
経
に
五
陰

(11蘊
）
有
り
と
説
く
。
こ
の
事
、
如
何
」

日]
第
四
章

七

「
五
蘊
は
存
在
す
る
。
仮
説
(
p
r
a
j
i
i
a
,
 

①
③
五
陰
⑥
五
蘊

に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
単
に
処
、
蘊
、
界
を
羅
列
し
て
論
じ
て
い
る
の
で
な
く
、

第
四
、
五
章
を
各
々
蘊
や
界
に
よ
っ
て
処
の
存
在
を
主
張
す
る
反
論
を
否
定
す

る
章
と
解
釈
し
て
い
る
、
換
言
す
れ
ば
、
「
処
」
の
存
在
を
中
心
と
し
て
議
論

を
展
開
し
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

月
称
の
解
釈
ほ
清
弁
の
第
二
説
に
従
っ
て
い
る
。
第
二
章
で
は
世
間
自
明
の

「
去
」
と
い
う
運
動
(
k
r
i
y
a
)

を
否
定
し
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
否
定
に
対
し

て
、
経
や
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
見
等
の
作
用
(
k
r
i
y
a
)

が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
論

拠
と
す
る
反
論
を
想
定
し
、
そ
の
否
定
が
説
か
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
。
そ
の

作
用
・
運
動
は
更
に
第
一
章
の
第
四
偶
が
説
く
生
起
を
作
用
と
す
る
見
解
に
連

な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

蘊

(
s
k
a
n
d
h
a
)

の
考
察

こ
こ
で
（
反
論
者
は
）
言
う
。

p
t
i
)

が
説
か
れ
て
い
る
か
ら
」

回
こ
こ
で
（
反
論
者
は
）
言
う
。
「
こ
こ
（
経
論
）
に
色
等
の
五
蘊
が
説

か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
（
五
蘊
）
は
苦
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
苦
は
聖
諦
と

言
わ
れ
る
。
聖
諦
で
あ
る
も
の
が
ど
う
し
て
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
故
に
諸
蘊
は
存
在
す
る
」



〔
結
論
〕

〔
連
合
〕

〔
喩
例
〕

い
る
。

蘊
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
。

―
―
-
）
章
の
末
尾
（
の
第
八
偽
）
に
、
「
見
に
よ
っ
て
、
聞
、
嗅
、
嘗
、
触
、

思
考
や
、
聞
く
者
と
聞
か
れ
る
（
音
声
）
等
も
説
明
さ
れ
た
と
知
る
べ
き

で
あ
る
」
と
説
か
れ
た
の
で
、
自
教
団
（
仏
教
）
に
属
す
る
或
る
人
々
ほ

次
の
よ
う
に
言
う
。

こ
の
世
で
は
存
在
し
な
い
も
の
は
色
等
の
蘊
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。

例
え
ば
、
虚
空
の
華
の
よ
う
に
。

⑮
 

内
の
諸
処
は
蘊
に
含
ま
れ
て
い
る
。
即
ち
、
十
有
色
ほ
色
に
含
ま

れ
、
法
処

(
d
h
a
r
m
a
y
a
t
a
n
a
)

t! 三
蘊
と
色
蘊
の
一
部

(
e
k
a
,
 

d
森
a
)
に
含
ま
れ
、
意
処

(
m
a
n
a
y
a
t
a
n
a
)
は
識
蘊
に
含
ま
れ
て

そ
れ
故
に
、
上
述
の
証
因
に
よ
っ
て
、
勝
義
と
し
て
内
の
諸
処
は

正
に
存
在
す
る
。

国
こ
こ
で
（
反
論
者
は
）
言
う
。

が
存
在
し
な
く
て
も
、
（
五
）
蘊
は
そ
う
で
な
い
。
否
定
さ
れ
て
い
な
い

⑯
 

か
ら
、
ま
た
、
諸
根
は
そ
れ
（
蘊
）
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
そ

「
た
と
え
こ
の
よ
う
に
（
眼
等
の
）
根

〔
証
因
〕

〔
主
張
〕

勝
義
と
し
て
諸
処
は
正
に
存
在
す
る
。

た
め
に
、

第
四
章
が
著
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

直
前
に
説
か
れ
た

（第

否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
蘊
が
無
自
性
で
あ
る
こ
と
を
説
く
目
的
の

四
次
に
、
処
が
存
在
す
る
と
い
う
（
空
性
と
）
対
立
す
る
特
定
の
主
張
を

れ
ら
（
根
）
も
存
在
ず
る
で
あ
ろ
う
」

『
中
論
』
、

と
を
否
定
す
る
章
と
解
釈
し
、
前
章
と
の
関
係
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
こ

で
反
論
者
は
『
無
畏
』
で
は
、
五
取
蘊
に
よ
る
我
の
仮
説
が
経
論
に
説
か
れ
て

『
仏
護
注
』
で
は
、
五
蘊
が
苦
聖
諦
と
説
か
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
五
蘊
即
ち
聖
諦
が
無
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
論
拠
と
す
る
。

『
中
論
』
が
単
に
「
経
に
」
と
言
う
の
は
、
五
蓋
の
存
在
の
教
証
は
、
単
に

「
仮
説
」
の
教
説
だ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
羅
什
が
訂
正
し
た
の
で
は

⑰
 

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

清
弁
と
月
称
も
五
蘊
が
無
自
性
空
で
あ
る
こ
と
を
主
題
と
す
る
と
解
釈
す
る

点
は
同
じ
で
あ
る
が
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
五
蘊
を
採
り
上
げ
た
の
は
、

前
章
の
主
題
で
あ
る
諸
処
の
存
在
の
論
拠
で
あ
る
か
ら
だ
と
す
る
。
換
言
す
れ

ば
、
五
蘊
の
否
定
は
諸
処
の
存
在
の
証
因
の
否
定
で
あ
る
。
仏
護
が
こ
の
章
と

次
章
の
場
合
は
、
弟
子
・
聴
聞
者
の
懇
請
で
な
く
、
反
論
者
の
主
張
で
始
め
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
、
前
章
と
の
こ
の
よ
う
な
関
係
を
反
映
し
て
い
る
か

ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

月
称
は
あ
か
ら
さ
ま
に
、
諸
処
の
存
在
の
論
拠
で
あ
る
五
蘊
が
存
在
す
る
の

は
、
未
だ
否
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
、
反
論
者
に
言
わ
せ
る
。
そ
も

そ
も
一
切
法
皆
空
は
、
仏
の
覚
り
の
内
容
で
あ
り
、
覚
り
が
真
で
あ
る
こ
と
は
、

逆
に
一
切
法
が
す
べ
て
空
性
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
論
的
に
論
証
さ
れ
る
。

そ
の
場
合
空
性
に
は
例
外
は
許
さ
れ
な
い
。
す
べ
て
の
も
の
に
つ
い
て
空
性
が

い
る
こ
と
を
論
拠
と
し
、

『
無
畏
』
、

及
び
仏
護
は
、
第
四
章
を
単
に
五
蘊
が
存
在
す
る
こ

八



⇔
 こ

こ
で
（
反
論
者
は
）
言
う
。

検
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
般
若
経
や
中
観
派
の
論
書
の
単
調
な
反
復
は
こ
の

検
証
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
月
称
は
次
章
の
冒
頭
で
も
、
諸
界
は
未

だ
否
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
存
在
す
る
と
す
る
が
、
こ
の
月
称
の
言
葉
は
こ
の

間
の
消
息
を
よ
く
伝
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

日
こ
こ
で
（
反
論
者
は
）
言
う
。

説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」

に
則
ち
六
種
有
り
」

中

論

の

構

成

「
諸
界
は
存
在
す
る
。

第

五

章

界

(
d
h
a
t
u
)

の
考
察
い
六
種
③
⑱
六
界

一
定
し
た
相
が

問
う
て
日
く
。
「
六
種

(11界
）
、
各
々
、
定
相
有
り
、
定
相
有
る
が
故

⑱
 

国

「

こ

こ

（

経

論

）

に

地

等

の

六

界

が

説

か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
各
々
の
相
も
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
内
で
虚
空

の
相
は
無
障
凝

(
a
n
a
v
a
r
a
J
}
a
)

で
あ
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
存
在
物

が
な
け
れ
ば
、
相
を
説
く
こ
と
は
道
理
に
適
わ
な
い
。
だ
か
ら
、
相
が
あ

る
か
ら
虚
空
は
存
在
す
る
。
虚
空
が
存
在
す
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
、

残
り
の
界
も
、
自
相

(
s
v
a
l
a
ぽ

ga
)

が
存
在
す
る
の
で
存
在
す
る
」

四
次
に
空
性
と
対
立
す
る
特
定
の
主
張
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸

界
が
無
自
性
で
あ
る
こ
と
を
説
く
目
的
の
た
め
に
、
第
五
章
が
著
わ
さ
れ

〔
証
因
〕

〔
喩
例
〕

〔
主
張
〕

九

る
の
で
あ
る
。
直
前
に
説
か
れ
た
（
第
四
）
章
（
の
第
一
偶
）
に
、

な
く
し
て
は
、
色
の
原
因
も
見
ら
れ
な
い
」
と
説
か
れ
た
の
で
、
先
ず
自

教
団
に
属
す
る
或
る
人
々
は
（
次
の
よ
う
に
）
言
う
。
「
こ
こ
（
経
論
）

で
世
尊
は
、
『
大
王
よ
、
こ
れ
ら
六
界
が
プ
ル
シ
ャ

(
P
日
品
a
)
で
あ
る
』

と
言
っ
て
、
地
、
水
、
火
、
風
、
空
、
識
と
言
わ
れ
る
六
界
の
相
で
あ
る

堅
さ
(
k
h
a
r
a
)
、
湿
り
け
(
s
n
e
h
a
)
、
温
か
さ
(
U
苫
a
)
、
動
き
(iral}ii.)
、

湯
所
を
与
え
る
こ
と

(
a
v
a
k
a
窟
d
a
n
a
)
、
認
識
す
る
こ
と

(
r
n
a
m
p
a
r
 

窟
s
p
a
r
 b
y
e
d
 p
a
)

を
説
か
れ
た
。
し
か
し
、
虚
空
の
華
等
の
よ
う
に
存

在
し
な
い
も
の
ほ
、
プ
ル
シ
ャ
の
原
因
と
ほ
説
か
れ
て
い
な
い
。
•
そ
れ
故

t
a
b
a
d
h
a
)
 
!
l
な
る
。

に
、
論
師
（
龍
樹
）
が
地
等
も
色
の
原
因
で
な
い
と
い
う
主
張
を
な
さ
れ

た
こ
の
こ
と
は
、
承
認
さ
れ
て
い
る
も
の
を
拒
斥
す
る
こ
と

(
a
b
h
y
u
p
e
,
 

若
し
如
来
は
言
説
と
し
て
『
六
界
は
プ
ル
シ
ャ
で

あ
る
』
と
仰
せ
に
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
過
失
は
な
い
と
い
う
な

ら
ば
、
勝
義
と
し
て
説
か
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
過
失
が
な
い
と
は

言
え
な
い
。
若
し
そ
れ
は
論
証
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
道
理
に
合
わ
な
い
と

い
う
な
ら
ば
、
論
証
さ
れ
て
い
な
い
訳
で
は
な
い
。

勝
義
と
し
て
地
等
の
界
は
正
に
存
在
す
る
。

そ
れ
ら
に
は
相
が
存
在
す
る
か
ら
。⑲‘ 

こ
の
（
世
）
で
は
世
尊
に
よ
っ
て
勝
義
と
し
て
存
在
し
な
い
と

言
わ
れ
た
も
の
に
は
相
は
存
在
し
な
い
。
例
え
ば
、
虚
空
の
華
の

よ
う
に
。

「色



H 第
六
章

染
法
染
者 染

著
と
染
著
者

(
r
a
g
a
r
a
k
t
a
)

の
考
察

缶）

の
界
は
正
に
存
在
す
る
」

「
一
切
法
は
存
在
す
る
。
染
著
と
染
著

①

②

染

染

者

⑥

こ
こ
で
（
反
論
者
は
）
言
う
。
「
諸
界
は
存
在
す
る
。
否
定
さ
れ
て
い

な
い
か
ら
。
ま
た
世
尊
に
よ
っ
て
『
大
王
よ
、
こ
の
六
界
は
プ
ル
シ
ャ
な

る
人
で
あ
る
」
等
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
（
こ
で
こ
）
の
経
文
よ
り
し
て
、

界
の
よ
う
に
諸
蘊
・
処
も
存
在
す
る
」

『
無
畏
』
と
『
中
論
』
は
同
じ
で
、
共
に
定
相
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
界
の

存
在
を
主
張
す
る
反
論
で
あ
る
。
仏
護
も
同
じ
と
言
え
る
が
、
定
相
を
自
相
と

し
、
特
に
虚
空
を
例
と
し
て
相
の
在
る
こ
と
か
ら
、
所
相
た
る
存
在
物
の
存
在

を
主
張
し
て
い
る
。

清
弁
の
反
論
者
も
同
じ
主
張
を
す
る
が
、
前
章
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
、
更

に
そ
れ
の
教
証
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
教
証
ほ
月
称
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、

た
だ
し
、
月
称
の
反
論
者
は
、
相
の
存
在
に
よ
っ
て
界
の
存
在
を
主
張
す
る
特

定
の
も
の
で
は
な
い
。

こ
こ
で
（
反
論
者
は
）
言
う
。

〔
結
論
〕

そ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
も
の
に
は
相
が
存
在
す
る
か
ら
、
地
等

〔
連
合
〕

⑳
 

し
か
し
、
地
等
の
も
の
に
は
堅
さ
等
の
相
が
存
在
す
る
。

き
で
す
」

問
う
て
曰
く
。

⇔

「

経

に

説

く

。

『

貪

欲

、

瞑

惑

、

愚

擬

、

是

れ

世

間

の

根
本
な
り
』
と
。
貪
欲
に
種
々
の
名
有
り
。
初
め
は
愛
と
名
づ
け
、
次
ほ

著
と
名
づ
け
、
次
は
染
と
名
づ
け
、
次
は
姪
欲
と
名
づ
け
、
次
ほ
貪
欲
と

名
づ
く
。
是
の
如
き
等
の
名
字
有
り
。
此
は
是
れ
結
使
に
し
て
、
衆
生
に

依
止
す
。
衆
生
を
染
者
と
名
づ
け
、
貪
欲
を
染
法
と
名
づ
く
。
染
法
と
染

者
有
る
が
故
に
、
則
ち
貪
欲
有
り
、
余
の
二
も
亦
是
の
如
し
。
讃
あ
る
と

き
は
則
ち
瞑
者
有
り
。
擬
有
る
と
き
は
則
ち
擬
者
有
り
。
此
の
三
毒
の
因

縁
を
以
て
三
業
を
起
し
、
三
業
の
因
縁
に
て
一
＿
一
界
を
起
す
。
是
の
故
に
一

切
法
有
り
」

回
こ
こ
で
（
聴
聞
者
は
）
言
う
。
「
あ
な
た
が
蘊
と
界
と
処
の
空
性
に
つ

い
て
よ
く
説
明
し
て
下
さ
い
ま
し
た
の
で
、
私
達
は
空
性
に
つ
い
て
聞
き

た
く
な
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
次
に
染
著
と
染
著
者
を
考
察
な
さ
る
べ

者
が
仮
説
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」

1
0
 

こ
こ
で

四
次
に
空
性
と
対
立
す
る
特
定
の
主
張
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
染

著
と
染
著
者
、
瞑
悪
と
瞑
悪
者
(
d
v
e
~
a
d
v
i
~
t
a
)

等
が
無
自
性
で
あ
る
こ

と
を
説
き
た
い
た
め
に
、
第
六
章
が
著
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
反
論
者
は
）
言
う
。



〔
主
張
〕

〔
証
因
〕

〔
喩
例
〕

伍 〔
結
論
〕

〔
連
合
〕

〔
喩
例
〕

〔
主
張
〕

〔
証
因
〕

そ
れ
故
に
、
上
述
の
証
因
の
道
理
に
よ
っ
て
、
蘊
、
界
、
処
は
正

に
存
在
す
る
。

勝
義
と
し
て
蘊
、
界
、
処
は
正
に
存
在
す
る
。

世
尊
は
そ
れ
ら
を
基
体
と
し
て
、
雑
染

(saxhklesa)
と
過
失

(
a
d
i
n
a
v
a
)
を
説
か
れ
た
か
ら
。

世
尊
は
こ
の
世
で
は
存
在
し
な
い
も
の
を
基
体
と
し
て
、
雑
染
と

過
失
を
説
か
れ
は
し
な
い
。
例
え
ば
、
亀
の
毛
（
の
湯
合
）
の
よ

う
に
。

世
尊
は
蘊
等
を
基
体
と
し
て
、

『
染
著
者
は
諸
法
を
知
ら
ず
、
染

R
 

著
者
は
諸
法
を
見
な
い
。
染
著
・
貪
欲
に
耽
る
人
は
、
そ
の
と
き
、

全
き
暗
闇
と
な
る
。
瞑
意
者
は
諸
法
を
知
ら
ず
、
諸
法
を
見
な
い
。

膜
意
に
耽
る
人
は
、
そ
の
と
き
、
全
き
暗
闇
と
な
る
。
愚
擬
者

(mii.9ha)
は
諸
法
を
知
ら
ず
、
愚
擬
者
は
諸
法
を
見
な
い
。
愚

擬
に
お
ぼ
れ
る
人
は
、
そ
の
と
き
、
全
き
暗
闇
と
な
る
』
と
雑
染

と
過
失
を
説
か
れ
た
。

こ
こ
で
（
反
論
者
は
）
言
う
。

◎
 

蘊
、
処
、
界
は
正
に
存
在
す
る
。

そ
れ
を
基
体
と
す
る
雑
染
が
認
識
さ
れ
る
か
ら
。

こ
の
世
で
は
存
在
し
な
い
も
の
を
基
体
と
す
る
雑
染
は
認
識
さ
れ

な
い
。
例
え
ば
、
石
女
の
息
子
に
よ
る
石
女
の
娘
の
染
汚
の
よ
う

中
論
の
構
成

R
 

し
か
し
貪
欲
・
染
著
等
の
煩
悩
の
雑
染
の
原
因
は
存
在
す
る
。
世
尊
に

よ
っ
て
、
『
比
丘
達
よ
、
教
え
を
聴
聞
し
て
い
な
い
、
仮
説
（
の
も
の
）

に
従
う
凡
夫
は
、
眼
で
色
を
見
て
、
心
を
楽
し
ま
せ
る
も
の
に
属
す
る
も

の
に
執
着
す
る
。
彼
は
執
着
し
て
い
る
の
で
、
貪
欲
・
染
著
を
生
じ
る
。

染
著
者
で
あ
る
の
で
、
貪
欲
、
瞑
意
、
愚
擬
か
ら
生
じ
る
業
を
身
、
口
、

意
に
よ
っ
て
為
作
す
る
』
云
々
、
と
説
か
れ
た
よ
う
に
。

『
無
畏
』
は
こ
こ
で
一
切
法

(
s
a
r
v
a
d
h
a
r
m
a
)

と
い
う
表
現
を
用
い
る
が
、

五
蘊
、
十
二
処
、
十
八
界
を
意
味
し
よ
う
。
こ
の
章
の
反
論
者
は
染
著
と
染
著

者
と
の
仮
説
の
存
在
を
論
拠
と
し
て
、
そ
の
基
体
で
あ
る
処
等
の
存
在
を
主
張

す
る
。
『
無
畏
』
は
第
四
章
で
も
「
仮
説
」
を
論
拠
と
す
る
反
論
を
想
定
し
た

が
、
そ
の
是
非
は
第
四
章
の
検
討
を
侯
っ
て
決
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

反
し
て
こ
の
章
の
湯
合
は
、
こ
の
解
釈
ほ
章
名
と
も
合
致
す
る
し
、
こ
の
章
の

占
め
る
基
本
的
位
置
を
示
す
も
の
と
言
え
る
。
清
弁
、
月
称
の
説
く
反
論
者
も
、

第
一
―
-
！
五
章
で
否
定
さ
れ
た
処
、
蘊
、
界
が
、
三
毒
と
い
う
煩
悩
雑
染
を
論
拠

と
し
て
存
在
す
る
と
主
張
す
る
。
章
の
主
題
は
従
っ
て
こ
の
主
張
の
否
定
で
あ

り
、
そ
の
点
で
『
無
畏
』
と
変
ら
な
い
。
宗
喀
巴
は
第
一
―
―

i
五
章
と
第
六

i
八

章
を
一
対
と
し
、
後
者
を
「
そ
こ
（
処
、
蘊
、
界
）
に
我
あ
り
と
い
う
論
証
を

否
定
す
る
」
章
と
解
釈
し
、
第
六
章
を
「
雑
染
の
依
あ
り
と
の
（
見
解
）
を
否

定
す
る
」
と
解
す
る
の
は
、
印
度
の
注
釈
者
逹
と
一
致
す
る
。

t~ ◎ 



第
七
章

い
―
―
一
相
②
有
為
相
⑱
回

仏
護
は
第
五
章
迄
で
処
、
蘊
、
界
と
一
ー
一
種
の
一
切
法
を
否
定
し
終
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
か
、
再
び
聴
聞
者
、
弟
子
の
懇
請
と
い
う
か
た
ち
に
改
め
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
の
章
の
場
合
も
ど
う
し
て
染
著
と
染
著
者
が
主
題
と

月
称
が
教
証
と
し
て
清
弁
と
は
別
の
経
を
引
用
し
た
の
は
、
そ
の
経
の
方
が

煩
悩
と
五
蘊
等
の
関
係
を
一
層
明
瞭
に
説
い
て
い
る
と
見
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

羅
什
の
『
中
論
』
だ
け
は
多
少
他
と
異
な
る
。
『
中
論
で
は
三
毒
の
一
つ
で

あ
る
貪
欲
の
同
義
語
と
し
て
、
愛
、
著
、
染
、
姪
欲
、
貪
欲
な
ど
を
列
挙
す
る

が
、
こ
れ
ら
に
l
o
b
h
a
な
ど
の
梵
語
の
同
義
語
を
一
々
想
定
し
て
も
意
味
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
寧
ろ

r
a
g
a

等
の
同
義
語
の
異
な
る
漠
訳
語
を
枚
挙
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
一
つ
に
は

r
a
g
a

の
語
源
的
、
教
義
的
意
味
等
や
、

r
a
g
a
r
a
k
t
a

と
い
う
梵
語
の
語
形
の
変
化
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
関
係
な
ど
が
、

漢
訳
の
一
訳
語
を
も
っ
て
し
て
ほ
充
分
に
明
ら
か
に
な
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
注
釈
は
漢
訳
者
の
作
文
で
あ
ろ
う
。
煩
悩
か

ら
業
、
三
界
が
生
ず
る
と
い
う
点
は
、
月
称
の
引
用
文
の
所
述
と
類
似
す
る
が
、

思
想
史
的
関
係
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
後
の
「
一
切
法
有
り
」
と
い
う
文
言
は
、

『
無
畏
』
と
本
来
は
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
そ
う
。
し
か
し
『
中
論
』

に
は
仮
説
が
説
か
れ
て
い
な
い
か
ら
、
染
著
と
染
著
者
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら

一
切
法
の
存
在
を
主
張
す
る
た
め
の
論
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

恐
ら
く
羅
什
の
加
筆
と
原
典
と
の
折
中
の
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

生
、
住
、
減
の
考
察

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
理
論
的
に
示
し
て
は
い
な
い
。

有
為
(sa-

〔
喩
例
〕

〔
証
因
〕

生
等
の
有
為
相
を
具
え
て
い
る
か
ら
。

こ
の
世
で
は
存
在
し
な
い
も
の
が
有
為
相
を
も
っ
と
は
理
解
さ
れ

〔
主
張
〕 こ

こ
で
（
反
論
者
は
）
言
う
。

か
れ
て
い
る
し
、
そ
の
（
説
か
れ
て
い
る
）
通
り
で
あ
る
か
ら
、
有
為
は
存

問
う
て
曰
く
。

「
経
に
有
為
法
に
三
相
有
り
と
説
く
。
生
、
住
、
減
な

り
、
万
物
は
生
法
を
以
て
生
じ
、
住
法
を
以
て
住
し
、
減
法
を
以
て
滅
す

と
。
こ
の
故
に
諸
法
有
り
」

し
た
。 こ

こ
で
（
聴
法
者
は
）
言
う
。
「
あ
な
た
が
染
著
と
染
著
者
の
こ
の
考

察
を
な
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
私
達
の
心
は
空
性
の
聴
聞
に
奮
起
い
た
し
ま

⑮
 

で
す
か
ら
、
次
に
有
為
法
が
考
察
さ
る
べ
き
で
す
」

四
次
に
空
性
と
対
立
す
る
特
定
の
主
張
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
蘊

等
が
無
自
性
で
あ
る
こ
と
を
説
く
目
的
の
た
め
に
第
七
章
が
著
わ
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
（
反
論
者
は
）
言
う
。

勝
義
と
し
て
蘊
、
界
、
処
の
有
為
に
は
そ
れ
ら
有
為
の
自
性
が
正

に
存
在
す
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

~ 3
 

在
す
る
」

日
m
s
k
r
t
a
)
 

「
有
為
の
相
で
あ
る
生
、
住
、
滅
が
説



〔
結
論
〕

〔
喩
例
〕

〔
証
因
〕

〔
主
張
〕

⑮ 〔
連
合
〕

〔
結
論
〕

な
い
。
例
え
ば
、
瞳
馬
の
角
（
の
場
合
）
の
よ
う
に
。

蘊
等
は
生
等
の
有
為
相
を
具
え
て
い
る
。

そ
れ
故
に
上
述
の
証
因
の
力
に
よ
っ
て
、
知
慧
の
行
を
起
し
た
も

の
は
、
蘊
等
の
有
為
に
は
有
為
の
自
性
が
正
に
存
在
す
る
と
言
う
。

有
為
を
自
性
と
す
る
蘊
、
処
、
界
は
正
に
存
在
す
る
。

＠
 

生
等
の
有
為
相
が
実
有
で
あ
る
か
ら
ー
と
い
う
の
は
、
世
尊
に
よ

っ
て
「
比
丘
た
ち
よ
、
有
為
に
あ
る
有
為
相
は
こ
れ
ら
三
つ
で
あ

っ
て
、
比
丘
た
ち
よ
、
有
為
に
は
生
も
知
ら
れ
、
滅
も
住
異
性
も

R
 

（
知
ら
れ
る
）
」
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
存
在
し
な
い
も
の
に
は
櫨
馬
の
角
の
よ
う
に
生
等
の
相
は

存
在
し
な
い
。

そ
れ
故
に
有
為
相
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
、
蘊
、
処
、
界
は
正
に

存
在
す
る
。

章
の
題
名
は
最
も
後
で
著
わ
さ
れ
た
『
大
乗
中
観
釈
論
』
と
『
明
句
』
だ
け

が
有
為
で
、
そ
の
他
は
生
、
住
、
減
の
有
為
の
三
相
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
仏
護
は
「
有
為
相
が
考
察
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
言
う
が
、
そ
の

論
述
の
順
序
の
必
然
性
は
示
し
て
い
な
い
。

他
の
注
釈
書
は
す
べ
て
経
に
有
為
の
三
相
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
所

中

論

の

構

成

こ
こ
で
（
反
論
者
は
）
言
う
。

J
 

回 ⇔ 日

⑲
 

「
あ
な
た
が
生
、
住
、
滅
の
こ
の
考
察
を
な
さ

①
]
作
作

相
で
あ
る
有
為
法
、
即
ち
蘊
、
処
、
界
の
存
在
を
主
張
す
る
反
論
に
対
す
る
章

と
解
釈
す
る
。
こ
の
よ
う
に
第
一
―
-
！
五
章
で
否
定
さ
れ
た
蘊
、
処
、
界
の
存
在

を
主
張
す
る
反
論
者
が
、

の
を
否
定
す
る
の
が
第
六
！
八
章
と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

問
う
て
曰
は
く
、

次
々
に

at
r
a
n
d
o
m
に
論
拠
を
挙
げ
て
反
論
す
る

第
八
章
作
者
と
業

(
k
a
r
m
a
k
a
r
a
k
a
(
業
と
作
者
）
）
の
考
察

者

②

作

者

作

業

こ
こ
で
（
反
論
者
は
）
言
う
。

「
作
者
と
業
の
二
つ
は
論
書
と
世
間
と

ヴ
ェ
ー
ダ
で
自
明
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
成
立
す
る
。
そ
れ
ら

が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
業
と
果
の
連
続

(pararh
p
a
r
a
)
も
存
在
す
る
。

そ
れ
故
に
作
者
と
業
は
存
在
す
る
」

「
現
に
作
有
り
、
作
者
有
り
、
所
用
の
作
法
有
り
。

三
事
和
合
す
る
が
故
に
果
報
有
り
、
是
の
故
に
作
者
作
業
有
る
べ
し
」

（
聴
聞
者
は
）
言
う
。

い
ま
し
た
の
で
、
私
達
の
心
は
空
性
を
聞
く
こ
と
に
固
ま
り
ま
し
た
。

す
か
ら
、
次
に
作
者
と
業
を
考
察
な
さ
る
べ
き
で
す
」

で

四
次
に
空
性
と
対
立
す
る
特
定
の
主
張
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
蘊

等
が
無
自
性
で
あ
る
こ
と
を
説
く
目
的
の
た
め
に
、
第
八
章
が
著
わ
さ
れ



〔
主
張
〕

⑮ 〔
結
論
〕

〔
連
合
〕

〔
主
張
〕

〔
証
因
〕

〔
喩
例
〕

R
 

識
等
の
有
為
法
は
有
為
を
自
性
と
す
る
も
の
と
し
て
正
に
存
在
す

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
（
反
論
者
は
）
言
う
。

勝
義
と
し
て
蘊
、
処
、
界
は
正
に
存
在
す
る
。

世
尊
は
そ
れ
ら
を
基
体
と
し
て
作
者
と
業
を
説
か
れ
た
か
ら
。

こ
の
世
で
は
存
在
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
世
尊
は
そ
れ
を
基
体

と
し
て
作
者
と
業
を
説
か
れ
は
し
な
い
。
例
え
ば
、
蘊
馬
や
雌
ラ

ク
ダ
の
二
つ
の
角
の
よ
う
に
。

蘊
等
に
つ
い
て
ほ
、
世
尊
に
よ
る
そ
れ
ら
を
基
体
と
し
て
次
の
作

者
と
業
の
教
説
が
あ
る
。
即
ち
、
「
善
行
の
法
を
な
す
べ
き
で
あ

っ
て
、
か
の
悪
行
を
な
す
（
べ
き
で
）
な
い
。
法
行
者
は
こ
の
世

と
あ
の
世
に
お
い
て
安
楽
に
暮
す
」
と
作
者
と
業
を
説
か
れ
た
。

そ
れ
に
つ
い
て
ア
ビ
ダ
ル
マ
で
は
、
「
業
は
善
、
不
善
、
無
記
の

区
別
に
よ
っ
て
一
ー
一
種
類
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
善
（
業
）
は
自
性
、

相
応
、
所
起
、
勝
義
の
区
別
に
よ
っ
て
四
種
類
で
あ
る
。
不
善
も

同
様
で
あ
る
。
無
記
も
、
異
熟
生
と
威
儀
路
生
と
エ
巧
処
生
と
変

化
生
の
区
別
に
よ
っ
て
四
種
類
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

そ
れ
故
に
、
上
述
の
証
因
の
力
に
よ
っ
て
、
勝
義
と
し
て
蘊
処
界

は
正
に
存
在
す
る
。

こ
こ
で
（
反
論
者
は
）
言
う
。

い
で
あ
ろ
う
。

で
作
者

R
 

そ
れ
ら
の
原
因
で
あ
る
業
と
作
者
が
実
有
で
あ
る
か
ら
ー
何
と
な

R
 

れ
ば
世
尊
は
「
無
明
に
従
う
こ
の
プ
ル
シ
ャ
な
る
人
は
、
比
丘
達

R
 

よ
、
福
行
を
為
作
し
、
非
福
と
不
動
行
を
も
為
作
す
る
」
等
に
よ

R、

っ
て
、
業
の
作
者
を
明
示
さ
れ
そ
の
業
の
果
で
あ
る
識
等
の
有

為
を
も
教
示
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

〔
同
類
喩
〕

〔
異
類
喩
〕

或
る
も
の
に
作
者
が
あ
る
も
の
、
そ
の
も
の
は
存
在
す
る
。
例

え
ば
、
瓶
の
よ
う
に
。

存
在
し
な
い
も
の
に
は
作
者
は
な
い
。
例
え
ば
、
亀
の
毛
の
衣

の
よ
う
に
。

『
無
畏
』
と
『
中
論
』
は
単
に
作
者
と
業
の
存
在
を
主
張
す
る
反
論
を
提
示

す
る
。
前
者
で
は
反
論
者
は
論
書
と
世
間
の
他
に
、
唐
突
に
ヴ
ェ
ー
ダ
で
承
認

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
論
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
も
し
『
無
畏
』
と
言
わ
れ

る
こ
の
注
釈
書
が
、
P
i
n
.
g
a
l
a
•

青
目
の
著
述
で
あ
れ
ば
、
彼
は
梵
志
即
ち
婆

羅
門
で
あ
っ
た
か
ら
、
ヴ
ェ
ー
ダ
を
権
威
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な

た
だ
し
こ
の
反
論
は
舌
足
ら
ず
で
あ
る
。
『
中
論
』

(
k
a
r
t
r
)

と
作
業

(
k
a
r
m
a
)

の
存
在
を
、
作
(
k
r
i
y
a
)

と
作
者
(
K
月
t
r
)

と

所
用
の
作
法
(
k
a
r
a
Q
a
)

の
三
事
和
合
に
よ
っ
て
証
明
す
る
の
は
、
そ
の
た
め

で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
場
合
「
現
に
」
と
言
っ
て
、
論
書
と
ヴ
ェ
ー
ダ
を
除
き
、

世
間
現
見
だ
け
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
一
＿
一
事
和
合
は
蘊
等
の
湯
合
の
よ
う
に

「
経
」
を
論
拠
と
す
る
迄
も
な
く
、
日
常
自
明
な
も
の
で
あ
り
、
寧
ろ
中
国
の

〔
証
因
〕

る。
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（
未
完
）

読
者
に
は
そ
れ
だ
け
の
方
が
説
得
力
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

清
弁
も
月
称
も
棚
に
触
れ
た
よ
う
に
、
前
章
と
関
連
す
る
も
の
で
な
く
、
第

六
、
七
章
と
共
に
蘊
、
処
、
界
の
存
在
の
論
拠
の
一
つ
で
あ
る
作
者
と
業
を
否

定
す
る
章
と
解
釈
す
る
。
た
だ
し
清
弁
ほ
蘊
等
の
法
が
作
者
と
業
の
依
り
所
・

基
体
と
す
る
の
に
対
し
て
、
月
称
は
蘊
等
の
法
が
作
者
の
業
の
果
で
あ
る
と
解

釈
す
る
点
で
全
く
異
な
る
。
こ
れ
は
両
者
の
人
法
二
無
我
観
の
相
違
に
基
づ
く

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

註①
長
尾
雅
人
「
中
論
の
構
造
」
（
『
中
観
と
唯
識
』
岩
波
書
店
所
収
）
。
こ
の
論
文
は

『
正
理
海
』
の
科
文
の
う
ち
、
各
章
に
至
る
迄
の
科
文
と
そ
の
和
訳
を
含
み
、
科
文

の
意
味
等
を
も
論
じ
て
い
る
。
以
下
で
宗
喀
巴
の
科
文
に
触
れ
る
場
合
は
こ
れ
に
依

っ
た
。
高
橋
壮

T
a
b
l
e
S
c
h
e
m
a
t
i
q
u
e
 d
u
 R
i
g
s
 Pal}i 
R
g
y
a
 M
t
s
h
o
 
(
名
城

大
学
人
文
紀
要
第
一
五
集
）
に
『
正
理
海
』
の
科
文
全
体
が
抽
出
さ
れ
て
い
る
。

②
以
下
、
各
章
毎
に
諸
注
釈
書
の
冒
頭
の
一
節
を
一
括
し
て
紹
介
し
た
。
日
は
『
無

畏』

(
A
k
u
t
o
b
h
a
y
a
)
、
⇔
は
羅
什
訳
の
『
中
論
』
、
曰
は
仏
護

(
B
u
d
d
h
a
p
a
l
i
t
a
)

の
注
釈
書
、
国
は
清
弁
(
B
h
i
i
.
v
a
v
i
v
e
k
a
•

B
h
a
v
y
a
)
の
『
般
若
燈
論
』

(
P
m
a
j
n
a
,

、a
d
f溶
）
、
回
は
月
称
(
C
目
↑
た
irti)
の
『
明
句
』

(
P
ミ
:
s
a
n
n
a
p
a
d
a
)
で
あ
る
。

最
初
に
各
章
の
章
名
の
異
同
を
示
し
た
が
、
最
初
に
挙
げ
た
も
の
は
、
西
蔵
訳
に
現

存
す
る
『
般
若
と
名
づ
く
る
根
本
中
論
頌
』

(
P
r
a
j
f
l
a
,
n
a
m
a
,
m
a
l
a
m
a
d
b
y
a
m
a
,
 

百
芯
r
i
k
a
)
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
章
名
と
異
な
る
も
の
だ
け
を
次
に
記
し
た
。
た

だ
し
、
⇔
の
『
中
論
』
は
、
章
題
の
場
合
は

0
で
表
し
た
。
②
は
漢
訳
の
『
般
若
燈

論
』
、
⑥
は
『
大
乗
中
観
釈
論
』
の
題
名
で
あ
る
。

③
 
k
y
i
 (
P
)
•
K
法

(
D
)。
（
P
)
:t! 北
京
版
、

(
D
)
は
デ
ル
ゲ
版
を
指
す
。
そ
れ
ぞ

れ
の
版
本
や
異
同
箇
所
は
、
解
り
易
く
、
改
め
て
記
す
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、

詳
細
は
省
略
す
る
。

④
 
k
h
y
a
d
 p
a
r
 d

a
n
 l
d
a
n
 p
a
 
:t! 
『
明
句
』
に
は
見
ら
れ
な
い
表
現
で
あ
る
。
『
明

中

論

の

構

成

一
五

句
』
で
は
多
く
の
場
合
＜i告
t
a
•k
h
y
a
d
 p
a
r
 d
u
)
]
.
p
h
a
g
s
 p
a
 (r g
y
u
r
 
pa)• 

x
x
 

d
u
 b
y
a
s
 p
a
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

⑤
 
g
y
i
 
(
P
)
,
 
g
y
i
s
 
(
D
)
。

⑥
梶
山
雄
一
「
中
蜆
派
の
十
二
支
縁
起
解
釈
」
（
仏
教
思
想
史
3
)
九
七
頁
以
下
参

照
。
た
だ
し
元
来
十
因
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
詳
し
く
は
同
論
文
、
一

0
三
頁
注
(

1

2

)

参
照
。

⑦
「
去
来
」
は
『
明
句
』
の
梵
本
で
は

g
a
t
a
g
a
t
a

と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
「
去
っ

た
も
の
と
来
た
も
の
」
で
あ
る
。
西
蔵
訳
は
百
g
r
o
b
a
 daii ]].on b
a
で
あ
り
、
去

来
と
一
致
す
る
。
た
だ
し
こ
の
西
蔵
訳
の
梵
語
の
形
は
八
不
の
縁
起
の
な
か
の

n
兵
a
m
a
と
a
g
a
m
a
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

⑧
 
la 
(
P
)
 
(
D
)
。
観
誓
、

las
(
D
.
 2
1
7
 a
 5)
、
「
空
性
の
聴
聞
か
ら
し
て
」
。

⑨
 
k
y
i
 (P)• 

k
y
i
s
 
(
D
)
。

⑩
『
燈
論
』
は
北
京
版
、
デ
ル
ゲ
版
も
「
理
を
得
て
」
（
品
rs
p
a
 t
h
o
b
 p
a
s
)

で
あ

る
が
、
観
誓
の
『
広
釈
』
の
引
用
文
で
は

t
h
o
s
p
a
s
 
(
D
.
 2
1
7
 a
 3)

で
あ
り
、
仏

護
注
の
「
空
性
の
聴
聞
」

(stoii
p
a
 fiid 
fian 
p
a
)

か
ら
見
て
、
こ
れ
を
採
る
。

空
性
、
不
生
の
理
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
覚
り
を
得
る
こ
と
と
殆
ん
ど
同
義
で
あ

っ
て
、
弟
子
、
特
に
こ
こ
で
清
弁
の
考
え
る
弟
子
に
は
当
て
嵌
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑪
『
明
句
』
の
西
蔵
訳
は
こ
の
l
o
k
a
p
r
a
s
i
d
d
h
a
を
欠
き
、
p
r
a
s
i
d
d
h
a
だ
け
を
「
別

の
道
理
」
の
形
容
詞
に
加
え
て
い
る
が
、
採
ら
な
い
。

⑫
言
説
に
は
認
識
作
用
、
言
語
表
現
活
動
、
及
び
取
捨
等
の
身
体
的
行
動
が
あ
る
が
、

こ
こ
、
特
に
次
の
推
論
式
で
は
「
去
来
」
等
の
身
体
的
行
動
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ

る
。
次
の
推
論
式
の
命
題
の
主
語
「
内
の
諸
存
在
物
」
は
六
根
で
あ
る
が
、
実
質
的

に
は
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
ク
等
の
個
人
的
存
在
を
意
味
し
、
眼
等
の
対
象
を
対
象
と
す
る

取
捨
等
の
身
体
的
行
動
・
言
説
ー
そ
の
代
表
例
が
「
去
」
で
あ
る
ー
を
す
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
推
論
式
は
不
完
全
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

⑬
 
P. L. 
Vaidya• 

ed., 
A
1
/
a
s
a
h
a
s
r
i
k
a
 P
r
a
j
f
l
a

ヽ
a
r
a
m
i
t
a
•

B
u
d
d
h
i
s
t
 S
a
n
・

skrit 
T
e
x
t
s
 N
o
.
 
4• 

D
a
r
b
h
a
n
g
a
 1960• 

p
p
.
2
5
4ー

5.

、
、
、
、

⑭
第
三
章
以
下
の
処
、
蘊
、
界
が
自
宗
の
教
法
に
基
づ
い
た
b
日
e
n
p
a
問
題
で
あ



る
こ
と
を
言
う
の
か
、

bsten
p
a
の
意
か
。

⑮
 
g
z
u
g
s
 c
a
n
 bcu, 
g
z
u
g
 c
a
n
 1121 pi
n
●
十
有
色
は
五
根
と
五
境
の
こ
と
か
。

⑯
西
蔵
訳
は

n
a
skandhii aprati~edhiit 

/
が

phuii
p
o
 1
ぽ
m
a
b
k
a
g
 pal:;ii 

p
h
y
i
r
 daii /
で
あ
る
か
ら
、
「
五
蘊
は
（
存
社
す
る
）
。
否
定
さ
れ
て
い
な
い
か

ら
」
で
あ
る
。
こ
の
方
が
素
直
で
あ
る
。

⑰
『
無
畏
』
だ
け
で
な
く
、
後
代
の
仏
護
さ
え
も
苦
聖
諦
と
い
う
具
体
的
な
教
説
を

挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
一
般
的
に
「
経
に
」
説
く
と
す
る
の
は
、
羅
什
の

見
解
で
あ
ろ
う

⑱

芦

i
la 
sa la (
P

)

。（
D
)
1;! 
sa la

を
欠
く
。

W
a
l
l
e
s
e
r
本
は

l:;idi
las 
la 

(Bibliotheca B
u
d
d
h
i
c
a
 X
V
I
)
。

⑲
 
k
y
i
 (
P
)
,
 
kyis (
D

)

。

⑳
 
d
a
g
 ni 
(
P
)
,
 
d
a
g
 la 
ni (
D

)

。

⑳
 
brt g
 
b
y
e
d
 p
a
 (P)• 

sten 
b
y
e
d
 
p
a
 (
D

)

。
た
だ
し
、
瞑
悪
と
愚
擬
の
場
合

は
共
に
、

stg
 
b
y
e
d
 p
a
0
・
 

• 
• 

＠
梵
本
に
は
次
に

kutali,/
が
あ
る
が
、
推
論
式
と
思
わ
れ
る
の
で
、
西
蔵
訳
に
従

っ
て
取
る
。
た
だ
し
推
論
式
と
取
る
に
し
て
も
、
形
態
的
に
不
完
全
で
あ
る
。
以
下

の
章
の
湯
合
も
同
じ
。

⑳

仏

訳

(
J
a
c
q
u
e
s
M
a
y
 "
 Ca
n
d
r
a
k
i
r
t
i
 P
r
a
s
a
n
n
a
_冷
民
a
M
4
h
y
a
思
k
a
ミ`，

tti, 
A
d
r
i
e
n
 ,
 
M
a
i
s
o
n
n
e
u
v
e
 1
9
5
9
)

九
七
頁
脚
注
四
に
よ
る
が
、
そ
こ
ま
で
考
え

る
べ
き
か
ど
う
か
は
決
め
か
ね
る
。

⑳
梵
本
は

s
gti 
c
a
 riigiidayal:;i 
klesali, 
s
a
m
k
l
e
s
a
n
i
b
a
n
d
h
a
n
a
m
 /
で
あ
る

か
ら
「
貪
欲
等
の
諸
煩
悩
は
雑
染
の
因
で
あ
る
」
で
あ
り
、
仏
訳
は
西
蔵
訳
に
従
っ

て
「
雑
染
の
諸
因
(
r

匂

u
gg
)
」
と
読
む
。
し
か
し
こ
こ
で
「
諸
因
」
は
所
依
、

基
体
の
意
で
、
蘊
、
処
、
界
が
煩
悩
雑
染
の
因
で
あ
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
西

蔵
訳
の
、

fion
m
o
i
i
s
 pa.)E 
k
u
n
 n
a
s
 fion 
m
o
i
i
s
 pali,i 
r
g
y
u
 d
a
g
の

bi
は

そ
の
意
味
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

⑮
 
il.e 
(
P
)
,
 
d
a
 (
D

)

。

⑳
 
d
a
 (
P
)
,
 
d
e
 (
D

)

。

⑰
西
蔵
訳
に

d
e
d
a
g
 gi
あ
り
、
推
論
式
と
読
ん
で
い
た
い
こ
と
に
な
る
。

⑳
西
蔵
訳
で
は
「
比
丘
達
よ
、
こ
の
三
つ
は
有
為
の
相
で
あ
っ
て
、
有
為
に
は
生
も

知
ら
れ
、
減
も
知
ら
れ
、
住
異
性
も
知
ら
れ
る
」
で
あ
る
。

⑳
 
d
e
s
 (P)• 

d
e
 (
D

)

。

⑳
梵
本
で
は

s
a
m
s
k
●t
a
s
v
a
b
h
a
v
a
t
a
s
で
あ
る
が
、
西
蔵
訳
は
「
識
等
の
有
為
を

自
性
と
す
る
有
為
法
」
即
ち

s
a
m
s
k
●t
a
s
v
a
b
h
a
v
a
s

で
あ
る
。
こ
れ
を
採
る
べ
き

か
も
知
れ
な
い
。

R
t
a
d
d
h
e
日
k
a
:?;! 
西
蔵
訳
で
は

del;ii
r
g
y
u
、
こ
れ
を
採
る
。

⑫

梵

本

u
k
t
a
m
…
…
で
あ
る
が
、
西
蔵
訳
に
従
っ
て
除
く
。
後
代
の
鴛
入
で
あ
る

ぅ゚
®
b
h
i
k
~
a
v
a
s

、
西
蔵
訳
に
な
し
。
．

⑭
 
v
y
a
p
a
d
i
~
t
a
s

、
西
蔵
訳
に
な
し
。
西
蔵
訳
は
以
下
、
「
業
の
作
者
と
業
と
結
果
で

あ
る
識
等
の
有
為
を
も
教
示
さ
れ
た
」
で
あ
る
。

一
六




