
「
大
智
度
論
』

の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
は
な
か
っ
た
の
か

そ
の
独
自
の
般
舟
三
味
理
解
か
ら
羅
什
著
者
説
の
不
成
立
を
論
ず
る

武

自

浩

正三.4

二子

は
じ
め
に
、
「
大
智
度
論
』
理
解
の
現
状

『
大
智
度
論
」
の
著
者
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
、
学
会
の
一
部
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
垣
常
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
議
論
は
、
外
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
内
的
証
拠
に
よ
る
そ
れ
と
の
二
種
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
外
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

と
は
、
例
え
ば
、
「
大
智
度
論
』
の
テ
キ
ス
ト
に
は
漢
訳
の
み
が
現
存
し
、
イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
の
伝
承
に
そ
の
存
在
が
記
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
に
着
巨
し
、
あ
る
い
は
、
龍
謝
よ
り
時
代
的
に
下
が
る
経
論
の
引
用
や
、
ま
た
、
中
国
人
の
読
者
を
想
定
し
た
表
現
が

あ
る
こ
と
な
ど
を
も
っ
て
、
著
者
が
龍
樹
で
な
い
こ
と
の
根
拠
と
す
る
類
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
近
の
加
藤
紘
章
博

士
の
羅
什
著
者
説
の
立
場
を
と
る
論
文
ま
で
を
視
野
に
入
れ
て
も
、
著
者
が
龍
樟
で
あ
る
と
す
る
伝
承
を
完
全
に
否
定
す
る
ま
で
に

は
至
っ
て
い
な
い
。
地
方
、
内
的
証
拠
に
基
づ
く
ア
プ
ロ

i
チ
と
は
、
ま
ず
あ
る
テ
キ
ス
ト
に
盛
ら
れ
た
思
想
の
全
体
復
を
内
在
的

に
把
握
し
、
そ
こ
か
ら
そ
の
著
者
を
誰
定
し
よ
う
と
す
る
類
の
方
法
で
あ
る
が
、
「
大
智
度
論
」
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
全

百
巻
と
い
う
大
部
の
論
書
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
全
体
像
を
統
一
的
に
把
握
す
る
よ
う
な
研
究
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い

な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
経
典
概
説
的
な
書
物
に
お
い
て
、
「
大
智
度
論
」
が
常
に
仏
教
百
科
事
典
と
し

て
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
そ
の
よ
う
な
状
態
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
具
体
的
な
併
で
い
え
ば
、
『
大
智

国
際
仏
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学
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学
院
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学
研
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『
大
智
度
論
」
の
著
者
誌
や
辻
、
り
龍
離
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

度
論
』
の
最
も
詳
籍
克
明
な
研
究
と
さ
れ
て
い
る
ラ
モ
ッ
ト
氏
の
業
績
に
お
い
て
も
、
そ
の
考
察
は
、
文
章
量
と
し
て
は
『
大
智
度

論
」
全
体
の
三
分
の
一
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
論
の
講
或
と
し
て
辻
『
大
品
般
若
」
の
全
九
十
品
の
内
の
ひ
と
つ

に
過
ぎ
な
い
「
初
品
」
の
範
屈
に
隈
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
氏
の
提
示
さ
れ
る
『
大
智
度
論
」
の
思
想
的
な
全
体
像
が
、

現
に
わ
れ
わ
れ
を
納
得
せ
し
め
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ラ
モ
ッ
ト
氏
は
「
大
智
度
論
」
の
著
者
の
意
図
を
要
約
し
て
、
次
の
如

く
に
言
わ
れ
る
。

【
引
尾
1

】

冷

、

(
j
i
f
I
B
J
1
1手
当
の
意
留
は
、
大
乗
仏
教
の
教
義
が
古
い
経
典
(
西
河
合
を
主
と
す
る
説
一
切
有
部
の
経
義
)
と
完
全
に
一

致
す
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
・
:
。
『
大
智
度
論
』
は
、
革
新
的
な
作
品
で
は
な
く
、
伝
統
的
な
、
即
ち
イ
ン
ド
の
言
葉
を
借
り
て
い
え

ば
、
あ
る
土
産
の
書
物
で
あ
る
。
・
:
大
乗
の
註
釈
書
が
「
震
か
さ
」
と
い
う
心
の
病
を
覆
す
薬
を
探
求
し
、
つ
い
に
こ
れ
を
探
し
あ
て
た
の
は
、

ま
さ
に
相
対
論
の
中
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
存
為
・
蕪
為
の
諸
法
の
普
遍
的
な
空
を
す
で
に
理
解
し
た
入
聞
は
、
肯
定
す
べ
き
何
も
の
を
も
、

否
定
す
べ
き
何
も
の
を
も
、
取
る
べ
き
得
も
の
を
も
、
捨
て
る
べ
き
侍
も
の
を
も
、
も
は
や
見
な
い
。
多
く
の
む
な
し
い
、
そ
し
て
努
力
の
後

に
、
彼
の
、
心
誌
作
用
す
る
こ
と
を
止
め
、
靖
れ
や
か
な
静
け
さ
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
既
に
ベ
ナ
レ
ス
の
初
転
法
輪
の
中
で
、
仏
詑
・
世
尊
辻
、

そ
の
弟
子
た
ち
に
、
長
静
叶
ト

J

法
紫
ゃ
ん
か
ひ
い
」
Jrわ
や
か
わ
い

b
か
や
か
に
~
。
(
傍
点
筆
誌
)

と
こ
ろ
が
、
こ
の
要
約
辻
、
そ
の
「
初
品
」
の
査
後
に
く
る
「
釈
報
志
品
第
二
」

は
納
ま
り
え
な
い
事
態
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
如
く
な
の
で
あ
る
。

の
次
の
如
き
記
述
に
よ
っ
て
、
亘
ち
に
、
そ
れ
に



{
引
用
2
}

大
悲
心
の
故
に
、
十
方
仏
を
念
ず
る
が
設
に
、
本
顕
未
だ
満
さ
ざ
る
が
故
に
、
精
進
波
羅
蜜
の
カ
の
故
に
、
投
若
波
羅
蜜
と
方
覆
と
の
こ
事
の

朴
令
す
る
が
故
に
、
・
:
菩
薩
は
諸
法
に
著
せ
ず
と
難
も
、
一
昨
レ
世
按
じ
ん
か
で
い
」
卦
ト
。
(
傍
点
筆
範
)

こ
れ
は
所
謂
「
不
全
謹
繋
の
思
想
」
で
あ
る
が
、
先
の
{
引
用
1
}
に
お
い
て
、
ラ
モ
ッ
ト
氏
が
「
浬
繋
に
入
る
」
こ
と
を
著
者
の

意
図
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
こ
の
{
引
用
2
}
に
お
い
て
は
、
「
大
智
度
論
」
の
著
者
は
菩
寵
の
生
の
理
想
を
「
浬
襲
に
入

ら
な
い
」
こ
と
で
あ
る
と
言
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
場
合
の
大
乗
(
れ
れ
『
大
智
度
論
」
昌
身
の
立
場
)
と
い
わ
ゆ
る

小
乗
(
日
四
阿
含
を
主
と
す
る
説
一
切
有
部
の
経
蔵
)
の
差
異
に
つ
い
て
、
こ
の
{
引
用
2
}
の
中
の
言
葉
を
用
い
て
言
え
ば
、
次

の
如
く
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
「
大
悲
心
」
が
大
乗
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
と
し
て
、
「
十
方
仏
を
念

ず
る
」
と
は
、
ま
さ
に
本
稿
の
主
題
と
す
る
「
殻
舟
三
味
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
小
乗
の
精
神
で
は
な
い
。
ま
た
、

「
本
願
」
と
は
、
大
悲
に
基
づ
く
利
他
の
本
願
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
「
般
若
波
羅
蜜
と
方
便
と
の
和
合
」
と
い
う
テ
:

ゼ
は
、
そ
れ
こ
そ
、
般
若
経
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
、
す
な
わ
ち
、
小
乗
の
修
禅
的
実
践
に
対
し
て
、
強
者
へ
の
利
他
の
直
接
的
な

萄
き
か
け
を
行
の
本
賀
と
す
る
、
典
型
的
な
大
乗
の
行
の
観
念
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
著
者
問
題
が
提
起
さ
れ
る
以
前
の
、
す
な
わ
ち
、
龍
揮
が
著
者
で
あ
る
こ
と
が
疑
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
頃
の
「
大
智

度
論
」
の
思
想
の
全
体
像
に
対
す
る
理
解
は
、
そ
れ
を
「
空
か
ら
有
(
「
中
論
」
の
消
極
主
義
か
ら
『
大
智
度
論
」
の
積
援
主
義
)

へ
の
展
関
」
と
い
う
が
如
き
漠
黙
と
し
た
も
の
が
主
流
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
筆
者
は
、
右
記
の
「
釈
報
応
品
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
「
不
住
浬
葉
の
思
想
」
こ
そ
「
大
智
度
論
」
を
一
貫
す
る
主
題
で

あ
る
と
の
理
解
に
基
づ
い
て
小
篇
を
発
表
し
、
そ
こ
に
お
い
て
、
「
大
智
度
論
』
に
お
け
る
菩
薩
の
「
不
退
転
」
位
の
特
徴
が
「
無

生
法
一
本
に
殻
舟
三
味
を
連
関
さ
せ
て
解
釈
す
る
」
点
に
存
在
す
る
と
論
じ
が
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
論
文
に
お
け
る
筆
者
の
論
考

「
大
智
震
論
」
の
著
者
は
や
誌
り
龍
樹
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
司
)



『
大
智
度
論
」
の
著
者
は
や
は
ち
龍
樟
で
誌
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

立国

は
主
に
禁
生
法
忍
に
隈
ら
れ
、
殻
舟
三
味
に
関
し
て
は
十
分
な
検
討
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
そ
の

「
不
退
転
」
位
の
持
徴
と
い
う
摂
ら
れ
た
問
題
意
識
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
「
小
品
般
若
」
か
ら
『
大
品
殻
若
』
へ
の
展
(
散
を
視
野

に
入
れ
つ
つ
、
「
大
品
般
若
』
の
随
文
解
釈
の
体
裁
を
取
る
「
大
智
度
論
」
の
独
自
な
思
想
の
ひ
と
つ
が
「
般
舟
三
味
の
重
要
視
」

に
あ
る
こ
と
を
提
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
大
智
度
論
」
の
著
者
問
題
へ
筆
者
な
れ
ノ
の
見
通
し
を
確
一
認
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る
の

で
あ
る
。

結
論
を
先
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
視
点
か
ら
見
る
限
り
、
著
者
羅
什
説
は
不
可
能
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
す
な
わ
ち
、
現
存

の
「
大
智
度
論
」
は
龍
樹
の
著
作
に
羅
什
(
な
い
し
は
筆
記
者
の
信
叡
等
)
が
加
筆
し
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
存
な
い
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
『
大
智
度
論
』
に
お
け
る
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
無
生
法
忍
と
般
舟
三
味
と
の
必
然
的
な
連
関
」
と
い

う
事
態
を
、
羅
什
が
自
己
の
思
想
的
な
問
題
と
し
て
は
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
龍
樹
は
そ
の
真
作
と
認
め
ら
れ
る
著

作
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
そ
れ
を
意
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
辻
、
「
大
智
度
論
」
の
著
者
が
龍
樹
か
羅
什

か
、
と
い
う
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
羅
什
で
は
な
く
龍
樹
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

「
不
退
転
」
位
と
般
若
波
羅
蜜
と
の
関
係

普
通
、
般
若
経
で
の
菩
護
の
「
不
退
転
」
泣
と
辻
、
得
無
生
法
忍
と
受
記
と
を
も
っ
て
、
そ
の
修
道
論
上
に
詩
定
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
使
で
あ
る
。
『
大
智
度
論
』
に
お
い
て
「
不
退
転
」
往
は
、
同
論
が
『
大
品
般
若
」
の
「
発
趣
品
第
二
十
」
の
十
起
を
「
十
地
経
』

の
不
共
の
十
地
説
に
対
応
さ
せ
て
い
る
た
め
、
菩
露
の
「
第
八
不
動
地
」
に
砦
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
号
、
さ
ら
に
そ
の
泣
の
達
成
に

「
断
煩
悩
(
残
習
気
)
」
と
い
う
条
件
を
付
し
が
)
た
め
、
諺
道
論
的
な
金
請
に
お
い
て
か
な
り
の
高
金
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
言



わ
ざ
る
を
得
な
い
。
加
え
て
、
『
大
智
震
論
」
の
著
者
は
、
自
利
を
成
就
し
て
は
じ
め
て
利
一
世
が
可
誌
な
の
で
あ
る
と
い
う
認
艶
を

明
確
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
見
地
か
ら
し
て
、
彼
は
、
大
乗
の
菩
薩
道
に
お
い
て
は
得
無
生
法
忍
以
前
が
有
功
用
、
そ

の
得
一
五
の
以
降
が
無
功
男
で
あ
る
と
い
う
認
離
を
も
「
十
書
室
か
ら
こ
の
論
に
持
ち
込
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
彼
は
、
こ

れ
は
か
つ
て
筆
者
が
論
じ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
階
梯
論
を
仏
伝
と
整
合
さ
せ
て
得
忍
を
自
利
成
就
の
意
に
お
い
て
釈
尊
の
成
道

に
対
応
さ
せ
る
と
と
も
に
、
得
忍
以
降
を
不
住
浬
葉
の
菩
薩
の
利
他
の
実
践
道
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
足
。
要
す
る
に
、
本
穫

で
用
い
る
「
「
大
智
度
論
」
に
お
け
る
不
退
転
位
」
と
辻
、
「
大
品
殻
若
』
そ
れ
告
体
に
お
け
る
泣
置
付
け
を
超
え
て
、
「
十
地
経
」

で
説
か
れ
る
「
第
八
不
動
地
」
を
指
す
と
と
も
に
、
さ
ら
に
、
釈
尊
の
成
道
に
さ
え
も
対
応
す
る
高
度
の
達
成
を
意
味
す
る
も
の
な

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
般
若
波
羅
蜜
と
い
う
概
念
は
、
般
若
経
が
そ
れ
を
釈
尊
成
道
の
内
実
で
あ
っ
た
と
認
定
し
て
い
混
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
「
大
智
度
論
」
の
題
号
そ
れ
自
体
が
、
こ
の
般
若
波
羅
蜜
と
い
う
概
念
に
対
す
る
ウ
パ
デ
i
シ
ャ
(
「
論
議
」
)
に
他

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
す
で
に
ラ
モ
ッ
ト
教
授
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
来
あ
る
必

然
的
な
連
関
に
お
い
て
あ
る
べ
き
は
ず
の
、
般
若
波
羅
蜜
と
「
不
退
転
」
と
の
関
係
が
、
な
ぜ
か
「
小
品
般
若
」
に
は
明
示
さ
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
、
原
本
に
は
そ
の
両
者
の
連
関
を
示
す
記
事
が
本
来
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
「
小
品
般

若
』
で
は
そ
れ
が
正
確
に
訳
し
出
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、
と
想
定
し
、
あ
ら
た
め
て
現
存
の
党
文
「
八
千
領
般
若
』
に
当
該
の

文
振
を
探
っ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、
「
空
性
章
第
十
八
」
に
お
い
て
、
予
期
し
た
如
く
に
、
「
不
退
転
は
殻
若
波
羅
蜜
と

相
応
(
官
三
宮
室
長
け
と
す
る
位
」
で
あ
る
と
す
る
規
定
を
、
二
笛
所
、
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
足
。

他
方
、
「
大
品
般
若
』
辻
、
『
小
品
殻
若
」
に
本
来
存
在
し
て
い
た
こ
の
規
定
の
重
要
性
を
正
し
く
認
識
し
、
こ
の
「
般
若
波
羅
蜜

と
の
相
応
」
を
主
題
と
し
て
、
新
た
に
「
習
(
椙
)
応
品
第
一
ィ
ご
と
い
う
一
品
を
設
け
、
そ
の
「
相

E
の
諸
相
を
種
々
に
説
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
品
の
趣
旨
は
、
そ
の
末
尾
に
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
次
の
如
き
文
に
尽
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
大
智
度
論
』
の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

豆王



『
大
智
度
論
』
の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

一
ーノ、

{
主
題
3
}

諸
の
相
応
の
中
、
般
若
設
羅
蜜
相
応
を
最
第
一
と
為
す
。
最
尊
・
最
勝
・
最
妙
に
し
て
上
あ
る
こ
と
無
し
と
為
す
。
何
と
な
れ
ば
、
是
の
菩
薩

摩
詞
薩
は
般
若
波
羅
蜜
を
行
じ
て
相
応
す
、
所
語
、
空
・
無
椙
・
無
作
を
行
ず
れ
ば
な
り
。
当
に
知
る
べ
し
、
是
の
菩
薩
は
受
記
の
揺
く
に
し

れ
長
十
台
ひ
い
」
骨
レ
、
卦
レ
ト
?
企
九
十
世
十
受
わ
か
、
と
。
(
鋒
点
筆
都
)

す
な
わ
ち
、
「
習
(
梧
)
応
品
」
に
お
い
て
は
、
「
般
若
波
羅
蜜
と
の
栢
志
」
は
「
八
千
填
般
若
」
に
お
け
る
よ
り
も
、
位
階
的
に

明
ら
か
に
一
段
階
低
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
間
引
用
文
そ
れ
自
体
の
い
う
と
こ
ろ
は
、
同
じ
『
大
品
般
若
」
の

「
不
退
転
辻
得
受
記
で
あ
る
(
註
8
参
詔
…
)
」
と
い
う
規
定
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
般
若
渡
羅
蜜
と
の
相
・
応
」
と
い
う
条
件
に
お

い
て
、
す
で
に
不
退
転
位
を
得
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
不
退
転
位
を
得
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、

不
退
転
位
に
入
る
の
た
め
の
準
備
が
完
了
し
た
状
慧
を
示
し
て
い
る
も
の
、
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
文
中
の
「
受
記
の
如
く
に
し
て
異
な
る
こ
と
無
し
」
と
い
う
一
言
葉
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
、
そ
の
次
の
「
若
し
く
は
近
く
記
を

受
く
る
」
と
い
う
一
一
言
葉
を
侯
つ
ま
で
も
な
く
、
限
ち
な
く
受
記
に
近
い
と
は
い
っ
て
も
、
受
記
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
大
智
度
論
」
に
な
る
と
、
こ
の
「
大
品
般
若
」
の
「
習
(
栢
)
応
品
」
に
お
け
る
「
般
若
波
羅
蜜
と
の
梧
応
」
に
対

す
る
位
階
的
な
評
価
は
開
明
ら
か
に
更
に
一
段
階
低
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
こ
の
品
に
対
す
る
「
大
智
度
論
」
の
対
応
す
る

部
分
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
釈
習
指
尾
品
第
三
之
余
」
に
お
い
て
、
「
未
得
無
生
法
忍
・
未
得
般
舟
三
厩
」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
大
智
度
論
」
の
著
者
が
、
そ
の
階
梯
論
に
お
い
て
認
定
し
て
い
た
「
不
退
転
」
位
と
は

忍
と
殻
舟
三
味
と
を
伴
っ
た
も
の
」
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
既
に
述
べ
た
知
く
、
『
大
品
般
若
」

「
無
生
法

の
不
退
転
位



辻
、
そ
の
一
般
的
規
定
に
お
い
て
は
、
確
か
に
「
得
無
生
法
忍
」
な
の
で
は
あ
る
(
註
8
参
照
)
が
、
「
殻
若
波
羅
蜜
と
の
相
応
」

を
集
中
的
に
説
く
こ
の
「
習
(
椙
)
応
品
」
に
無
生
法
忍
が
説
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
「
大
智
度
論
」
の
著
者
は
気
が
付

い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
注
呂
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
殻
若
経
に
お
い
て
顕
示
的
に
説
か
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
「
般
舟
三
味
」
を
、
「
大
智
度
論
」
が
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
そ
の
「
初
品
中
縁
起
義
釈
論
第
こ

に
お
い
て
「
大
品
般
若
」
が
説
か
れ
た
因
縁
を
説
明
す
る
文
章
の
中
に
、

{
引
用
4
}

菩
薩
は
念
仏
三
昧
を
修
す
る
こ
と
有
り
。
仏
は
彼
等
の
為
に
此
の
三
味
に
於
い
て
増
益
を
得
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
が
故
に
、
般
若
波
羅
蜜
経
を

説
く
。
(
鋳
譲
筆
範
)

と
言
、
つ
表
現
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
¥
ま
た
、
「
不
退
転
」
位
の
条
件
と
し
て
の
得
無
生
法
忍
と
得
般
舟
三
味
と
の
並
存
に
つ
い
て

は
、
諸
処
に
そ
の
記
述
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
例
を
挙
、
げ
る
な
ら
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

{
引
用
5

】

菩
譲
位
と
は
、
無
生
法
忍
、
是
な
り
。
此
の
法
忍
を
得
れ
ば
一
切
世
間
の
空
を
観
じ
、
心
の
著
す
る
所
無
く
、
諸
法
実
相
の
中
に
生
し
、
復
た

世
陪
に
染
ま
ら
ず
。
復
た
次
に
、
殻
舟
般
三
味
、
是
な
り
。
是
の
般
舟
段
三
味
を
得
れ
ば
、
悉
く
現
在
の
十
方
の
諸
仏
を
見
て
、
諸
仏
よ
り
法

を
需
い
て
諾
の
疑
網
を
断
ず
。
是
の
時
に
菩
薩
の
心
は
動
揺
せ
ず
。
是
れ
を
菩
薩
位
と
名
づ
く
。
:
・
。
復
た
次
に
、
菩
薩
法
位
力
に
入
る
が
故

(
「
初
品
中
大
慈
大
悲
義
釈
論
第
四
十
二
」
・
持
活
点
努
隷
筆
都
)

に
関
毘
毅
致
の
菩
薩
と
名
づ
く
る
を
得
る
。

『
大
智
度
論
』
の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

戸じ



『
大
智
度
論
」
の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

二
人

{
引
用
8
}

是
の
諸
の
菩
寵
は
、

生
を
度
す
。

一
切
皆
会
無
生
法
忍
を
得
て
、
種
々
の
法
門
に
入
号
、
蕪
量
の
諸
仏
を
見
て
、
恭
敬
し
撰
養
し
て
、
能
く
無
量
無
数
の
衆

(
「
初
品
中
意
無
詩
釈
論
第
十
二
」
・
虜
親
筆
都
)

【
引
罵
7
}

我
れ
、
是
の
持
に
所
得
無
く
、
撞
・
戸
・
震
・
精
進
・
禅
・
智
慧
波
羅
蜜
を
招
待
ざ
る
も
、
然
楚
仏
を
見
て
、
五
華
を
以
て
仏
に
散
じ
、
髪
を
泥

中
に
布
く
に
、
無
生
法
忍
を
得
、
郎
時
に
六
波
羅
蜜
を
溝
た
す
。
空
中
に
立
ち
て
、
信
も
て
然
燈
仏
を
護
す
る
に
、
十
方
の
無
量
の
諸
仏
を
見

わ

か

。

(

「

初

品

中

昆

梨

部

波

羅

蜜

釈

論

第

二

十

七

」

・

簿

操

筆

都

)

{
引
出
馬

8
}

菩
寵
の
無
生
法
忍
相
忠
三
味
、
是
な
り
。
是
の
持
に
一
切
の
法
の
中
の
疑
網
を
悉
く
猷
じ
、
十
方
の
諸
仏
を
見
て
、

一
切
の
諸
法
実
相
を
得
る
。

(
「
釈
摩
詞
街
品
第
十
八
之
余
」
・
傍
線
筆
議
)

{
引
用
9
}

般
若
波
羅
蜜
の
中
に
於
い
て
方
便
力
を
得
る
が
故
に
、
事
故
若
波
羅
蜜
に
著
せ
ず
、

一
一
切
の
煩
悩
を
滅
し
、

一
切
の
十
方
の
諸
仏
を
見
て
、
無

(
「
釈
無
生
品
第
二
十
六
」
・
傍
譲
筆
都
)

生
法
忍
を
得
て
、
三
界
を
出
て
、
謹
婆
若
に
到
る
。

{
主
用
ぬ
}

此
の
中
に
仏
は
吉
ら
本
事
を
引
い
て
立
て
証
と
為
す
。
比
の
菩
龍
は
己
に
無
生
忍
を
得
て
、
菩
譲
位
に
入
号
、
十
方
の
諸
仏
を
見
る
。



(
「
一
枚
一
顧
視
品
第
三
十
」
・
傍
線
筆
者
)

な
お
、
最
初
の
【
引
用
4
】
に
お
け
る
鋒
隷
部
の
「
念
仏
三
味
」
が
見
仏
の
三
味
で
あ
る
こ
と
辻
明
ら
か
で
あ
る
が
、
般
舟
三
味

が
念
仏
三
昧
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
、
「
大
智
度
論
」
以
外
に
も
、
「
般
舟
三
味
経
」
を
は
じ
め
、
諸
書
に
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
な
の
で

(
お
)

あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
{
引
用

5
;
叩
}
に
お
い
て
、
破
線
で
示
し
た
と
こ
ろ
の
「
諸
仏
を
見
る
」
と
は
、
般
舟
三
味
の
具
体
的

内
容
を
端
的
に
示
し
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
辻
、
第
四
笥
に
あ
ら
た
め
て
詳
説
す
る
。

「
不
退
転
」
の
菩
薩
の
科
他
行

「
小
品
般
若
」
か
ら
『
大
品
般
若
」
へ
の
展
開
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
前
者
が
自
利
中
心
で
あ
る
の
に
比
べ
て
、
後
者
に

、
お
い
て
は
利
他
へ
の
関
心
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
不
住
渥
繋
の
「
不
退
転
」
の
菩
薩
の
実
践
と
し
て
の

「
教
化
衆
生
・
浄
仏
国
土
」
の
思
想
は
、
「
小
品
般
若
」
に
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
て
い
な
い
が
、
「
大
品
般
若
」
に
は
し
ば
し
ば
説
か
れ

る
よ
う
に
な
足
。
そ
し
て
、
「
大
品
般
若
』
は
、
こ
の
「
教
化
衆
生
・
浄
仏
国
土
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
「
往
生
」
と
い

う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
立
場
で
あ
り
、
こ
れ
を
主
張
す
る
た
め
に
、
「
習
(
栢
)
応
品
」
の
直
後
に
新
た
に
「
往
生
品
第
四
」

を
設
け
、
ま
た
、
こ
の
品
以
外
に
も
捷
廷
に
「
往
生
」
を
説
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
不
退
転
」
の
菩
控
地
の
利
他
行

と
は
、
十
方
に
無
数
に
存
在
す
る
諸
の
仏
匡
土
に
次
々
に
「
往
生
」
し
て
、
常
に
そ
れ
ら
の
諾
仏
と
離
れ
ず
に
(
一
見
奇
妙
な
こ
と

に
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
仏
国
土
に
お
い
て
)
「
敦
化
衆
生
・
浮
仏
国
土
」
を
行
ず
る
こ
と
な
の
で
あ
話
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
往
生
す
る
場
所
に
、
欲
界
(
又
は
次
出
の
{
引
用
ロ
}
に
お
け
る
が
如
く
五
道
)
と
無
仏
国
も
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
足
。
な
ぜ
な
ら
、
「
大
智
度
論
」
の
「
釈
往
生
品
第
四
之
上
」
に
は
、

「
大
智
度
議
」
の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

ブL



『
大
智
度
論
』
の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

<:) 

【
間
引
用
日
】

菩
薩
に
二
種
有
り
。
一
に
は
慈
悲
心
有
ち
て
多
く
衆
生
の
為
に
し
、
こ
に
は
多
く
諸
仏
の
功
徳
を
集
む
。
多
く
諸
仏
の
功
認
を
集
む
る
こ
と
を

一
乗
清
津
の
無
量
寿
の
世
界
に
至
り
、
多
く
衆
生
の
為
に
す
る
こ
と
を
好
む
者
は
、
仏
法
憧
無
き
処
に
至
話
。

楽
う
者
は
、

と
記
し
、
無
仏
国
へ
の
往
生
を
「
教
化
衆
生
の
た
め
に
」
と
い
う
理
由
づ
け
を
以
て
、
有
仏
国
へ
の
往
生
と
並
列
に
扱
っ
て
お
り
、

ま
た
、
「
初
品
中
菩
薩
釈
論
第
八
」
に
も
、
釈
尊
対
告
の
菩
薩
衆
を
注
釈
し
て
、

{
引
用
M
M
}

菩
薩
は
方
便
力
を
以
て
現
に
五
道
に
入
り
五
欲
を
受
け
衆
生
を
引
導
す
話
。

と
記
す
の
で
あ
る
c

す
な
わ
ち
、
現
に
釈
尊
の
前
に
い
る
菩
寵
た
ち
は
釈
尊
の
仏
国
土
、

き
た
人
々
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
釈
転
不
転
品
第
五
十
六
之
余
」
に
も
、

つ
ま
り
裟
婆
世
界
に
他
土
か
ら
詮
生
し
て

{
引
用
時
}

是
の
入
(
阿
毘
践
致
菩
寵
)
の
功
徳
智
慧
大
な
る
が
故
に
、
意
の
住
す
る
所
に
龍
、
っ
。
若
し
諸
仏
の
世
界
に
至
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
意
に
隠
っ
て

生
ず
る
事
を
得
る
。
是
の
菩
譲
は
欲
を
離
れ
諸
の
禅
定
を
得
る
と
難
も
、
方
便
力
を
以
て
の
故
に
衆
生
の
た
め
に
欲
界
に
生
じ
、
現
在
の
仏
の

佐
や
や
か
。
欲
界
に
生
ず
る
と
は
¥
時
ら
に
衆
生
の
た
め
に
愛
慢
の
分
を
留
む
る
な
り
。
(
傍
点
筆
範
)



と
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
、
む
し
ろ
欲
界
へ
の
「
往
生
」
を
、
よ
り
の
ぞ
ま
し
い
こ
と
と
考
え
て
い
る
か
の
郊
く
に
見
え
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
化
衆
生
の
た
め
に
「
不
退
転
」
の
菩
寵
が
こ
の
環
世
に
「
往
生
」
す
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
利
組

の
た
め
に
新
生
の
不
住
浬
繋
の
菩
薩
と
し
て
現
世
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
良
し
と
す
る
よ
う
な
「
往
生
」
観
(
こ
れ
は
通
常
の
往
生
理

解
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
)
の
強
調
、
そ
れ
に
は
、
「
大
智
度
論
」
の
著
者
の
、
自
ら
も
利
他
の
た
め
に
敢
え
て

こ
の
現
実
世
界
(
そ
れ
は
す
で
に
釈
尊
滅
後
の
無
仏
の
世
な
の
で
は
あ
る
が
)
に
身
を
童
く
者
で
あ
ろ
う
と
す
る
吉
覚
に
基
づ
き
、

現
実
に
積
極
的
に
立
ち
向
か
お
う
と
す
る
、
大
乗
の
菩
薩
道
を
歩
む
者
と
し
て
の
正
し
い
志
向
が
反
映
し
て
い
る
、
と
理
解
さ
れ
足
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
『
大
智
度
論
」
の
著
者
は
、
こ
の
「
不
退
転
の
菩
薩
」
の
教
化
衆
生
を
、
自
利
か
ら
利
他
へ
の
展
開
と
し
て

把
握
し
、
そ
れ
を
釈
尊
の
初
転
法
輪
と
並
行
的
な
事
態
と
し
て
琴
つ
の
で
あ
話
。
そ
し
て
、
こ
の
釈
尊
誠
後
の
無
仏
の
現
世
を
視
野

に
入
れ
た
「
往
生
」
の
た
め
の
「
方
便
」
を
註
釈
す
る
擦
に
「
般
舟
三
味
」
に
言
及
す
る
こ
と
が
、
般
若
経
に
は
無
い
、
「
大
智
度

論
』
の
独
自
性
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

{
引
用
時
}

仏
道
を
念
じ
本
顕
を
濯
し
慈
心
に
入
h

り
て
念
仏
三
昧
す
る
時
、
禅
と
和
合
す
る
が
故
に
名
づ
け
て
方
穫
と
為
一
行
。

と
「
釈
往
生
品
第
四
之
上
」
に
言
、
つ
が
如
く
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
『
大
智
度
論
』
に
は
、
同
じ
「
釈
往
生
品
」
で
、
「
後
世
(
往
生
等
)
に
関
し
て
は
一
切
諸
法
空
が
適
合
し
な
い
」
と

い
う
意
の
記
述
が
見
出
さ
れ
る
。
も
し
、
「
中
論
」
の
「
空
・
泊
極
主
義
」
に
対
し
て
、
「
大
智
度
論
」
が
「
有
・
積
極
主
義
」
で
あ

る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
記
述
は
、
そ
の
根
拠
の
ひ
と
つ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

『
大
智
震
議
」
の
著
者
は
や
は
り
龍
麓
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
富
)



「
大
智
度
議
』
の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

四

『
大
智
度
論
』

の
独
自
の
患
想
た
る
般
舟
三
昧
の
意
義

こ
の
よ
う
に
見
て
き
た
と
き
、
『
大
智
度
論
」
が
殻
舟
三
味
を
「
不
退
転
」
の
菩
薩
の
「
方
便
」
(
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
「
方

便
」
は
、
そ
の
内
実
と
し
て
は
、
利
他
の
方
便
つ
ま
れ
ノ
善
巧
方
便
と
い
う
そ
の
通
常
の
用
い
方
と
は
違
っ
て
、
「
不
退
転
」
の
菩
藍

が
利
也
行
の
過
程
に
入
る
た
め
の
契
機
を
与
え
る
と
い
う
、
い
わ
ば
〈
前
方
領
〉
に
当
た
る
も
の
な
の
で
あ
る
が
)
と
し
て
意
識
し

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
何
故
そ
の
「
方
便
」
が
般
舟
三
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ

の
理
由
辻
論
中
に
明
言
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
点
に
関
す
る
若
干
の
考
察
が
必
要
と
な
る
。
『
大
智
震
論
』
が
「
不

退
転
」
の
菩
薩
の
行
と
し
て
般
舟
三
味
を
強
調
し
が
)
の
は
、
無
論
「
般
舟
三
味
経
」
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
「
般
舟
三

味
経
」
の
三
味
が
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
一
仏
に
比
較
的
強
い
光
を
当
て
(
む
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
大
智
度
論
」
の

「
不
退
転
」
の
菩
寵
の
そ
れ
に
お
い
て
は
、
そ
の
内
容
は
あ
く
ま
で
、
特
定
の
一
仏
に
課
定
さ
れ
な
い
「
諸
仏
」
の
も
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
「
大
智
度
論
」
が
般
舟
三
味
を
強
襲
す
る
理
由
は
、
「
不
退
転
」
の
菩
瑳
が
無
仏
の
現
世
に
「
往
生
」
し
で
も
諸
仏
と
離

れ
る
こ
と
な
く
大
乗
の
法
を
開
こ
う
と
す
る
人
々
で
あ
る
た
め
、
と
予
想
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
大
智
度
論
」
の

品
中
大
慈
大
悲
義
釈
論
第
四
十
二
」
に

初

【
引
用
江
川
}

般
舟
殻
三
位
体
は
是
れ
菩
薩
註
な
り
、
是
の
般
舟
三
味
を
得
れ
ば
、
悉
く
現
在
の
十
方
の
諸
仏
を
見
た
て
ま
つ
り
'
て
、
諸
仏
よ
り
法
を
開
い
て
諸

の
疑
縞
を
断
売
。



と
あ
る
が
如
く
、
般
舟
三
味
は
開
法
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
殻
舟
三
味
経
」

あ
る
。
例
え
ば
、
三
巻
本
の
「
請
仏
品
第
十
」
に
、

に
お
い
て
も
関
様
で

{
引
用
市
}

て

い

わ

け

つ

ら

仏
、
践
陀
和
菩
薩
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
往
昔
、
無
数
哉
、
提
和
塔
羅
仏
の
時
、
我
、
提
和
掲
羅
仏
の
所
に
於
い
て
、
是
の
三
味
を
開
き
て
即
ち

是
の
三
味
を
受
持
し
、
十
方
無
央
数
の
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
。
悉
く
従
っ
て
経
を
笥
き
、
悉
く
受
持
す
、
需
の
持
に
諸
仏
悉
く
我
に
語
っ
て
言

わ
く
、
却
っ
て
後
無
央
数
劫
に
、
汝
当
に
作
仏
す
べ
し
、
釈
迦
文
と
名
づ
け
ん
と
。
:
・
。
我
が
昔
を
憶
念
す
る
に
、
定
光
仏
の
時
に
於
い
て
是

の
三
味
を
逮
得
す
。
郎
ち
十
方
無
数
の
仏
を
見
、
尊
法
深
妙
の
義
を
説
く
を
開
花
。

と
あ
る
が
如
く
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
「
往
生
」
も
開
法
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
「
大
品
般
若
」

六
」
に
、

の
「
乗
乗
品
第
十

{
引
用
げ
}

若
し
菩
護
摩
諒
謹
が
初
発
意
よ
ち
己
来
た
神
通
を
具
足
す
れ
ば
、
衆
生
を
成
就
せ
ん
と
、

し
尊
重
し
讃
歎
し
た
て
ま
つ
り
て
、
諸
仏
よ
り
法
教
を
聴
受
一
切
。

一
日
仏
冨
よ
ち
一
仏
軍
に
至
り
、
諸
仏
を
恭
敬
し
供
養

と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
弘
の
現
世
に
「
往
生
」
し
て
利
他
を
行
ぜ
ん
と
欲
す
る
「
不
退
転
」
の
菩
薩
が
、
諸
仏
を
離
れ
ず

み
ず
か

に
開
法
を
す
る
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
自
ら
般
舟
三
味
に
張
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
大
智
度
論
』
に
と
っ
て
、
開
法
す
べ
き
大
乗
の
法
と
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
「
不
住
浬
薬
」
、

つ
ま
り
「
自
利
に
留

『
大
智
度
論
」
の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)



『
大
智
度
論
」
の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

1m 

ま
る
こ
と
な
く
利
他
を
行
ぜ
よ
」
と
い
う
思
想
で
あ
足
。
そ
の
開
法
と
し
て
「
大
智
度
論
」
が
「
初
品
中
十
方
菩
薩
来
釈
論
第
十
五

之
余
」
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
の
が
、
「
不
退
転
」
の
菩
薩
の
不
住
浬
薬
の
思
想
の
表
出
と
し
て
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、

「
十
地
経
」
の
第
八
地
冒
頭
の
薪
語
「
七
地
沈
空
の
難
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
は
(
長
い
文
章
で
あ
る
の
で
引
用
を

割
愛
す
る
が
)
、
「
無
生
法
忍
を
得
た
菩
薩
は
、
独
り
浬
葉
に
入
る
こ
と
を
欲
す
る
(
討
堕
二
乗
)
が
、
十
方
藷
仏
が
現
れ
て
説
法
教

戒
し
、
菩
薩
は
衆
生
利
益
へ
趣
伊
)
」
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
占
め
る
。
こ
れ
は
「
大
品
般
若
」
が
い
う
「
方
便

力
を
以
て
衆
生
を
利
益
す
る
」
、
あ
る
い
は
、
「
方
復
力
無
け
れ
ば
二
乗
に
塁
ち
(
?
と
い
う
事
態
に
対
し
て
、
「
大
智
度
論
」
が

「
方
便
」
に
般
舟
三
味
を
意
識
し
た
、
そ
の
意
識
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
足
。
が
、
こ
の
「
大
智
度
論
」
の
「
方
便
」

の
観
念
は
実
に
異
様
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
『
大
品
殻
若
』
の
方
便
は
明
ら
か
に
利
他
の
た
め
の
手
だ
て

(
H
善
巧
方
便
)
の
こ
と

を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
大
智
度
論
」
の
「
方
梗
」
は
、
『
大
品
般
若
」
の
方
便
(
日
善
巧
方
袈
)
の
前
提
と
し
て

の
般
舟
三
味
、
つ
ま
り
、
先
に
述
べ
た
〈
前
方
便
〉
を
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
大
乗
の
「
不
退
転
」
の
菩
薩
た
る

者
は
、
常
に
「
大
品
般
若
』
の
意
味
に
お
け
る
方
便

(
H
善
巧
方
便
)
の
力
を
も
っ
て
衆
生
を
利
益
し
な
け
れ
ぜ
な
ら
な
い
の
で
あ

る
が
、
「
大
智
震
論
』
は
方
便
(
H
H

善
巧
方
便
)
を
発
起
す
る
前
提
と
し
て
、
十
方
諸
仏
の
説
法
教
戒
を
賜
る
た
め
に
、
「
方
便
」
(
口
付

〈
訪
問
方
便
〉
)
と
し
て
の
殻
舟
三
味
に
習
熟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
こ
の

『
大
智
震
論
」
に
お
け
る
「
方
便
」

(
H
〈
前
方
覆
〉
)
の
観
念
辻
、
「
釈
発
趣
品
第
二
十
」
に
も
、

【
引
用
活
】

復
た
次
に
、
弟
子
は
患
に
是
の
念
を
作
す
べ
し
。
師
は
殺
若
渡
羅
蜜
を
行
ず
る
に
、
無
量
の
方
便
力
あ
り
。
:
・
。
襲
陀
波
需
の
空
中
に
十
方
仏

の
教
を
聞
く
が
知
見
。



と
、
「
十
方
仏
の
教
え
を
開
く
」
こ
と
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
「
大
智
度
論
」

対
す
る
総
括
は
、
「
初
品
中
信
持
無
三
毒
義
釈
論
第
五
十
二
」
に
、

の
般
舟
三
味
に

{
割
引
用
汚
】

仏
辻
殻
若
(
波
羅
蜜
)
を
以
て
母
と
為
し
、
般
舟
三
味
を
父
と
為
し
た
も
一
旬
。

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
が
、
こ
の
表
現
は
通
常
な
ら
ば
「
殻
若
波
羅
蜜
を
母
と
為
し
方
便
を
父
と
為
す
」
と

な
る
べ
き
は
ず
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
方
便
と
は
、
や
は
り
利
他
の
た
め
の
手
だ
て

(
H
善
巧
方
梗
)
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
ま
さ
に
、
般
舟
三
味
を
「
方
便
」

(
H
〈
前
方
便
〉
)
で
あ
る
と
す
る
観
念
に
こ
そ
「
大
智
度
論
」
の
著
者
の
特
異
性
が
顕
れ

て
い
る
の
で
あ
ち
、
こ
の
特
異
性
が
、
次
節
に
述
べ
る
よ
う
に
、
龍
樹
の
真
作
で
半
め
る
と
論
証
さ
れ
て
い
る
「
菩
提
資
糧
論
』
の
記

述
と
厳
密
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
特
異
性
が
『
菩
提
資
温
室
主
の
記
述
と
一
致
す
る
こ
と
が
、
「
大
智
度
論
」
が

龍
樹
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
と
す
る
筆
者
の
主
張
に
対
す
る
、
(
狭
い
範
囲
で
は
あ
る
が
)
ひ
と
つ
の
コ
ン
ク
ワ
l
ト
な
論
拠
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
「
大
智
度
論
」
の
性
格
を
、
そ
の
独
自
の
思
想
に
お
い
て
要
約
す
る
な
ら
ば
、
三
大
品
般
若
」
の
髄
文
解
釈
の
体
裁
を
保

ち
つ
つ
、
得
無
生
法
忍
を
昌
利
成
就
の
「
不
退
転
」
位
の
指
標
と
し
て
認
識
し
、
般
舟
三
味
を
利
勉
成
就
の
た
め
の
「
方
便
」
(
正

確
に
言
う
な
ら
ぱ
、
善
巧
方
便
の
発
起
と
い
う
利
組
行
の
過
程
に
入
る
た
め
の
契
機
と
し
て
の
〈
前
方
便
〉
)
と
し
て
示
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
利
と
利
他
と
の
円
満
を
め
ざ
す
大
乗
の
菩
薩
道
の
理
想
を
詳
し
く
解
説
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
)
と
い
う
こ
と

に
な
る

G

で
は
、
「
大
智
度
論
」
の
内
容
上
の
持
徴
が
こ
の
よ
う
に
要
約
し
う
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
は
著
者
問
題
に
対
し
て
如
何
な
る
結

『
大
智
度
論
」
の
著
者
は
や
は
り
謹
替
で
誌
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

ヨ三



『
大
智
震
論
』
の
著
者
誌
や
辻
り
龍
樹
で
誌
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

一一{ /、

論
を
導
き
出
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

五
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提
資
糧
論
』
と
の
関
係

よ
~ ~.，--......，--....."--....，_.，--......，--.....，，，..--....，~つごれ龍

九八七六五回三.....__... ~ ..__.. ........__.，ニ)ば樹- 0'-' 
ら.....__，....--..........__...====ü~===u====u===n====uc::===:;!====n===;J、の
の『総「大西勧宝ヴ 廻 空 六 中 次 著
諸国計 菩 乗 讃 誠 行 ァ誇七十論の作
著縁ー 提 破 歌 王 王 イ論十填」もで
作心六資有』須正ダI b 一 論 如 掲 の あ
の 論 五糧論儀」論 jレ謁」理績で、る
中ll= f暴論 」 額 { 易 」ヤ頚掲論 あと
で喝、 」散 額傷論と額」 るさ伝
般領 陣掲文 鎮」注とイ易 。承
若 と代領 経釈注壊 さ
波注・ と釈 れ
羅釈五 注 て
蜜九 釈 い
と O る
蕪 i 諸
生六 著
法一 作
忍七 の
と年 中
般障 で
舟・
三達 現
味磨 在
と笈 そ

を多 皇
国訳

作
の究 と
事 蔵 認
態 、本め
連無 ら
関 )れ

のて
中い
でる
扱も
つの
ては
しミ

る・ 瓜
の 生
は津

隆
瓜真
生 f専
津 士
↑専に



土
が
「
漢
一
訳
と
チ
ベ
ッ
ト
資
料
の
記
述
、
及
び
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
『
四
百
論
」
の
註
釈
と
「
拡
鞍
菩
薩
所
関
経
論
』
に
引

用
し
て
い
る
こ
と
」
を
挙
げ
て
そ
れ
を
龍
樹
の
真
作
と
論
証
し
が
)
、
(
一

O
)
「
菩
提
資
糧
論
』
の
掲
額
の
部
分
の
み
で
あ
る
。
そ
し

て
、
「
菩
提
資
糧
論
」
の
巻
三
に
は
、

{
引
用
お
}

諸
仏
が
現
前
に
住
す
る
牢
国
な
る
三
摩
提
(
般
舟
三
味
)
、
此
れ
を
菩
薩
の
父
と
為
し
、

大
悲
と
忍
(
無
生
法
忍
)
を
母
と
為
す
。

智
震
(
殻
若
波
羅
蜜
)
を
以
て
母
と
為
し
、
方
便
を
父
と
為
す
は
、

生
み
及
び
持
つ
を
以
て
の
故
に
、
菩
薩
の
父
母
と
説
く
な
憾
。

と
い
う
表
現
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
『
大
智
度
論
」
の
{
引
用
問
}
に
見
ら
れ
る
般
若
波
羅
蜜
と
般
舟
三
味
と
に
対

す
る
理
解
と
、
【
引
用
問
】
で
般
舟
三
味
を
「
方
便
」
(
日
〈
前
方
便
〉
)
と
す
る
と
き
の
そ
の
「
方
便
」
の
観
念
の
特
異
性
(
謡
館

参
照
)
と
、
完
全
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
菩
提
資
糧
論
』
の
勉
の
掲
墳
に
は
、
本
稿
で
「
大
智
震
議
』
の
患
想

の
独
自
性
と
し
て
指
摘
し
た
と
こ
ろ
の
諸
点
、
す
な
わ
ち
、
殻
舟
三
味
と
の
連
関
に
お
け
る
「
不
退
転
」
の
菩
護
の
位
の
指
標
と
し

て
の
(
イ
)
「
得
無
生
法
忍
」
、
(
ロ
)
「
般
若
波
羅
蜜
と
の
椙
応
」
、
(
ハ
)
「
不
住
浬
繋
の
思
想
」
、
(
ニ
)
「
利
他
の
た
め
の
願
力
受
生

(
往
生
)
」
が
、
悉
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
(
イ
)
「
得
無
生
法
忍
」
に
つ
い
て
は
、
「
菩
提
資
糧
論
」
巻
三
の
、
「
不

退
転
」
の
菩
薩
を
論
ず
る
文
採
に
お
い
て
、

「
大
智
度
論
」
の
著
者
は
や
は
り
龍
嶺
で
誌
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

ーむ



「
大
智
喪
論
』
の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

/'-

{
引
用
計
】

未
だ
大
悲
と
(
無
生
法
)
忍
と
を
生
ぜ
ざ
れ
ば
、
不
退
転
を
得
る
と
捷
も

菩
寵
は
濯
死
有
り
、
設
逸
を
起
こ
す
を
以
て
の
故
な
持
。

と
い
う
明
確
な
規
定
が
一
不
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
文
脈
を
た
ど
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
同
巻
に
あ
る
掲
壊
、
す
な

わ
ち
、{

引
用
泣
}

か

ま

お

い

だ

智
度
(
殻
若
波
羅
蜜
)
を
奮
い
相
応
す
る
こ
と
は
、
牛
乳
を
講
え
る
頃
の
如
き
と

一
月
と
復
た
多
月
と
、
其
の
福
誰
か
能
く
量
ら
組
。

に
お
い
て
、
(
ロ
)
「
殻
若
波
羅
蜜
と
の
桔
尾
」
と
い
う
要
件
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
先
の

こ
の
(
イ
)
と
(
ロ
)
と
の
要
件
を
合
わ
せ
て
一
不
す
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
(
ハ
)
「
不
住

浬
繋
の
思
想
」
に
つ
い
て
は
巻
西
に
、

【
引
用
却
】
が
、

{
引
用
お
}

我
れ
浬
葉
の
中
に
於
い
て
、
時
ち
証
を
作
す
べ
か
ら
ず
、

当
に
是
の
如
き
心
を
発
す
べ
し
、
応
に
智
震
を
或
熟
す
べ
目
。



と
い
う
箇
所
が
あ
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
(
ニ
)
「
利
他
の
た
め
の
願
力
受
生
(
往
生
と
に
つ
い
て
は
巻
五
に
、

【
引
用
創
】

化
す
べ
き
衆
生
の
界
・
趣
、
及
ぴ
生
の
中
に
随
い
て
、

念
の
如
く
期
ち
彼
に
往
き
、
穎
力
の
放
に
生
を
受
一
旬
。

と
あ
る
が
如
く
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
大
智
度
論
」
の
記
述
が
、
訳
出
時
の
事
靖
を
な
ん
ら
か
の
形
に
お
い
て
反
唆
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
可
龍

性
を
わ
れ
わ
れ
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
翻
訳
口
述
者
(
筆
者
は
龍
樹
著
者
説
を
採
る
以
上
、
そ
れ
は
自
動
的
に

羅
什
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
)
の
補
足
説
明
を
筆
記
者
が
本
文
に
繰
り
入
れ
た
と
い
う
類
の
こ
と
を
予
想
し
な

け
れ
ぜ
な
ら
な
い
の
で
あ
お
。
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
論
に
『
百
論
』
の
引
用
や
「
四
百
論
」
の
品
名
を
見
出
せ
る
こ
と
(
こ
れ
ら
の

こ
と
が
羅
什
著
者
説
の
根
拠
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
筆
者
は
そ
れ
を
羅
什
加
筆
説
の
根
拠
と
受
け
取
る
)
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が

龍
樹
の
著
作
で
あ
る
可
能
性
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
足
。
逆
に
、
羅
什
が
『
菩
提
資
運
論
」
に
現
れ
る
思
想
を
汲
み
取
号
、

そ
れ
を
骨
格
と
し
て
、
「
大
品
殻
若
」
の
随
文
解
釈
と
し
て
の
「
大
智
度
論
」
を
構
築
し
て
い
っ
た
(
羅
什
著
者
説
)
と
い
う
こ
と

は
想
像
し
難
い
の
で
あ
(
り
な
ぜ
な
ら
、
羅
什
は
本
来
、
本
賞
的
に
、
訳
経
僧
な
い
し
は
大
乗
経
典
と
中
観
系
の
論
書
の
紹
介
者
で

あ
っ
た
の
で
あ
れ
ノ
、
彼
自
身
の
思
想
は
、
わ
ず
か
に
、
「
大
乗
大
義
章
(
四
O
三
年
成
立
)
』
と
「
注
維
摩
(
四

O
六
j
七
年
成
立
)
」

に
求
め
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
お
い
て
は
、
「
殻
舟
三
味
を
方
便
(
日
〈
前
方
便
〉
)
と
す
る
患
想
」
は
見

出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
筆
者
は
、
単
に
現
存
の
テ
キ
ス
ト
に
そ
の
種
の
思
想
が
見
出
せ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
を
根
拠
に
し
て
、
「
羅
什
非

『
大
智
度
論
」
の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
誌
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

ブL



「
大
智
度
論
』
の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

o 

著
者
説
」
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
『
大
乗
大
義
章
』
と
「
注
維
牽
」
の
青
書
に
克
出
さ
れ
る
羅
什
の
思
想
が
、

「
大
智
度
論
』
の
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ら
の
三
書
を
公
平
に
眺
め
る
な
ら
ば

容
易
に
理
解
で
き
(
む
こ
と
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
も
し
羅
什
が
自
ら
「
大
智
度
論
(
西

O
二
{
J

五
年
訳
説
)
』
を
著
し
た
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
「
大
智
度
論
」
の
特
徴
的
な
思
想
た
る
独
自
の
般
舟
三
味
理
解
、
す
な
わ
ち
、
「
般
舟
三
味
を
方
便
(
日
〈
前
方
便
〉
)

と
す
る
思
想
」
が
、
こ
の
寓
室
田
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る

G

が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
現
に
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い

の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
『
注
維
摩
」
に
は
、
「
智
度
(
般
若
波
羅
蜜
)
を
菩
譲
の
母
と
し
方
便
を
父
と
す
」
と
い
う
「
維
摩
経
」
本
文
に
対
す
る

注
釈
が
あ
る
が
、
そ
の
釈
だ
に
お
い
て
、
羅
什
は
、
当
然
、
(
「
大
智
度
論
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
経
文
の
内
容
と
必
然
的
な
連
関
に

お
い
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
父
た
る
方
覆
」
つ
ま
ち
〈
前
方
梗
〉
と
し
て
の
)
般
舟
三
味
に
言
及
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
な
表
現
は
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
『
大
乗
大
義
章
』
巻
上
に
お
い
て
、
羅
什
は
、
「
無
生
法
忍
と
十
方
仏
の
説
法
教
戒
」
に
注
巨
(
以
)
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
を

(
「
大
智
度
論
」
に
お
い
て
誌
そ
れ
と
必
然
的
な
連
関
に
お
い
で
あ
る
「
方
便
」
つ
ま
り
〈
訪
問
方
復
〉
と
し
て
の
)
般
舟
三
味
に
結
び

つ
け
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
巻
中
に
お
い
て
、
羅
什
は
、
麗
山
慧
遠
が
強
い
関
心
を
も
っ
て
そ
の
具
体
的
内
容
を
問
題
に
し
た

般
舟
三
味
を
主
題
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
到
の
一
章
を
設
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
け
る
殻
舟
三
味
に
、
わ
れ
わ
れ
は
般

若
波
羅
蜜
や
無
生
法
忍
と
の
産
接
的
な
連
関
を
見
出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

【
目
出
馬
お
】

見
仏
三
味
に
三
種
あ
り
。
一
に
は
、
菩
薩
は
或
い
は
天
眼
・
天
耳
を
得
て
、
或
い
は
十
方
の
仏
所
に
飛
到
し
、
仏
を
見
て
難
問
し
、
諸
の
疑
網

を
断
ず
。
こ
に
は
、
梓
通
無
し
と
難
も
、
常
に
阿
弥
陀
等
の
現
在
の
諾
仏
を
念
ず
る
こ
と
を
修
す
る
に
、
心
は
一
処
に
住
し
、
即
ち
仏
を
見
る



こ
と
を
得
て
、
所
疑
を
藷
関
す
。
三
に
は
、
念
仏
を
学
習
す
る
に
、
或
い
は
離
欲
を
以
て
、
或
い
は
未
離
欲
を
以
て
、
或
い
は
仏
像
を
見
、
或

い
は
生
身
を
見
、
或
い
は
過
去
未
来
現
在
の
諾
弘
を
見
る
。
是
の
三
種
の
定
詰
皆
な
念
仏
三
昧
と
名
づ
く
も
、
そ
の
実
は
不
問
な
り
。
上
な
る

者
は
神
通
を
得
て
十
方
の
仏
を
見
る
。
中
な
る
者
は
、
未
だ
神
通
を
得
ざ
る
も
、
毅
舟
三
味
力
を
以
て
の
故
に
、
赤
十
方
の
諸
仏
を
見
る
。
余

の
者
は
最
下
な
る
も
統
べ
て
念
仏
三
昧
と
名
づ
倍
。

と
い
う
倒
、
あ
る
い
は
、

【
出
引
用
お
}

下
な
る
者
は
、
持
戒
溝
浄
に
し
て
、
信
敬
深
重
に
し
て
、
彼
の
仏
の
神
力
及
び
三
味
力
を
兼
ね
て
、
衆
縁
和
合
す
れ
ば
、
期
ち
仏
を
見
る
こ
と

を
得
る
、
入
の
鏡
畿
に
対
見
す
る
が
知
見
。

と
い
う
例
に
お
け
る
が
如
く
で
あ
る
。

そ
し
て
、
な
に
よ
り
も
、
「
注
維
竪
』

の
「
仏
道
品
第
八
」

で
、
羅
什
は
、

{
引
用
U
}

智
度
(
殻
若
波
羅
蜜
)
は
暁
黒
を
以
て
体
と
為
し
万
行
を
成
済
す
る
と
難
も
、
主
〈
の
功
用
を
比
べ
る
に
方
便
に
及
ば
ざ
る
が
故
に
母
と
為
す

0

・:。

方
便
の
義
辻
深
く
し
て
功
は
重
き
が
故
に
父
と
為
す
な
問
。

と
言
う
の
で
あ
る
が
、
「
父
た
る
方
便
の
功
の
方
が
母
た
る
般
若
波
羅
蜜
の
そ
れ
よ
号
も
重
い
」
と
い
う
こ
の
羅
什
の
理
解
は
、
「
大

『
大
智
度
論
」
の
著
者
は
や
は
り
龍
構
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)



『
大
智
度
論
」
の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

智
度
論
」
の
「
初
品
中
信
持
無
三
毒
義
釈
論
第
五
十
二
」
に
お
け
る
次
の
如
き
記
述
、
す
な
わ
ち
、

{
引
用
お
}

般
若
波
羅
蜜
は
是
れ
諸
仏
の
母
な
り
，
。
父
母
の
中
、
母
の
功
最
も
重
し
。
是
の
故
に
般
若
を
以
て
母
と
為
L
、
般
舟
三
味
を
父
と
為
し
た
も
切
。

の
、
「
母
た
る
般
若
波
羅
蜜
の
功
徳
の
方
が
重
い
」
と
す
る
趣
言
と
完
全
に
矛
着
し
て
い
る
の
で
あ
る

G

こ
れ
も
『
大
智
度
論
」
が

羅
什
の
著
作
で
は
あ
り
え
な
い
と
す
る
筆
者
の
推
定
に
対
し
て
、
そ
れ
を
支
え
る
ひ
と
つ
の
証
拠
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、
「
註
維
摩
」
に
お
い
て
羅
什
は
、
経
の
本
文
に
お
い
て
維
摩
が
「
妙
喜
国
よ
り
来
た
り
て
こ
の
境
に
遊
ぶ
」

う
る
お

(
m出
)

と
さ
れ
て
い
る
と
き
の
、
そ
の
動
機
を
、
「
其
の
淳
徳
を
顕
わ
し
以
て
群
生
を
沢
さ
ん
と
欲
す
」
と
い
う
点
に
見
出
す
。
す
な
わ
ち
、

羅
什
辻
維
牽
の
教
化
衆
生
と
い
う
意
図
を
重
要
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
羅
什
は
到
の
笛
所
に
お
い
て
、
衆
生
を
教
化
す
る

と
き
の
菩
薩
の
方
便

(
H
善
巧
方
便
)
を
「
不
取
相
・
不
取
証
・
善
化
衆
生
」
と
要
約
し
、
こ
の
三
者
を
具
足
し
て
は
じ
め
て
「
成

就
衆
生
・
浄
仏
国
土
」
が
実
現
す
る
と
し
て
い
る
)
。
羅
什
は
彼
自
身
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
利
他
の
方
便
と
い
う
観
念
を
重
要
視
し
て

い
な
が
ら
、
彼
の
そ
れ
に
対
す
る
理
解
は
善
巧
方
梗
の
意
味
す
る
範
国
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
『
大
智
震
論
」
が
そ
の
前
提

(
日
〈
前
方
便
〉
)
と
し
て
不
可
欠
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
般
舟
三
味
」
に
言
及
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
羅
什
と
「
大
智
度
論
」
と
で
は
、
「
方
便
」
の
観
念
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
大
智
度
論
」
の
「
方

便
」
の
観
念
辻
、
「
菩
提
資
遺
論
」
に
お
け
る
龍
樹
の
そ
れ
と
、
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
以
上
の
揺
き
、
諸
々
の
徴
侯
か
ら
し
て
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
龍
樹
が
『
大
智
度
論
」
の
著
者
で
あ
る
可
能
性
が
高



く
、
羅
什
は
そ
れ
に
加
筆
は
し
た
も
の
の
、
そ
の
著
者
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
、
と
考
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

註

(
1
)
 
「
羅
什
と
『
大
智
度
論
」
」
『
印
度
哲
学
仏
教
学
』
第
十
一
号
(
北
海
道
印
度
哲
学
仏
教
学
会
、
平
成
八
年
十
月
)
一
昨
収
。
以
下
、
加
藤
論

文
と
略
称
。
ラ
モ
ッ
ト
氏
の
西
北
イ
ン
ド
出
身
の
第
三
者
と
い
う
説
(
エ
チ
エ
ン
ヌ
・
ラ
モ
ッ
ト
述
・
加
藤
純
章
訳
「
『
大
智
度
論
』

の
引

用
文
献
と
そ
の
缶
鐘
」
、
『
仏
教
学
』
第
五
号
所
寂
、
仏
教
学
研
究
会
、
一
九
七
八
年
。
以
下
、
ラ
モ
ッ
ト
論
文
と
略
呑
)
に
つ
い
て
は
、
印

願
博
士
が
詳
細
に
反
論
し
、
著
者
が
南
イ
ン
ド
の
方
言
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
龍
樹
で
あ
る
と
し
た
(
『
大
智
度
論
の
作
者
と
そ
の
麓

訳
』
、
正
観
出
版
社
、

印
頗
説
に
反
論
し
、
『
百
論
』
の
引
用
と
『
四
百
論
』
の
品
名
暁
記
と
い
う
根
拠
を
も
っ
て
、
「
第
三
者
を
見
つ
け
だ
す
よ
り
は
羅
什
と
し
た

一
九
九
三
年
、

E
本
発
売
所
・
山
喜
一
房
。
以
下
、
印
瀬
本
と
略
称
)
。
し
か
し
、
ラ
モ
ッ
ト
説
を
受
け
た
加
藤
捧
士
辻
、

方
が
妥
当
」
と
し
て
、
羅
什
著
者
説
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
荒
牧
典
後
博
士
も
「
十
地
思
想
の
成
立
と
展
開
」
の
註
ロ

一
九
九
六
年
)
の
中
で
、
『
大
智
度
論
』
を
羅
什
の
解
釈
と
し

(
『
講
産
大
乗
仏
教
』
第
三
巻
「
華
厳
思
懇
」
一
助
訳
、

二
九
真
、
春
秋
社
、

て
扱
っ
て
い
る
の
で
、
羅
什
著
者
説
の
よ
う
で
あ
る
。
龍
樹
著
者
説
は
印
煩
博
士
、
龍
樹
著
者
羅
什
加
筆
説
は
干
潟
龍
祥
博
士

論
の
作
者
に
つ
い
て
」
『
印
仏
窃
」
第
七
巻
第
一
号
一
昨
訳
、
昭
和
三
十
三
年
。
以
下
、
干
潟
論
文
と
略
称
)
・
三
技
充
裏
博
士
(
『
殻
若
経
の

「
大
智
度
論
」
所
収
の
「
解
説
」
三
五

O

(
「
大
智
度

真
理
』
八
七
頁
、
春
秋
社
、

一
九
八
一
年
)
・
梶
山
雄
一
博
士
二
大
乗
仏
血
〈
」
中
居
・
日
本
篇

i
七
頁
、
中
央
公
論
社
、

一
九
八
九
年
)
等
で
あ
る
。
加
藤
論
文
に
主
だ
っ
た
紹
介
が
あ
る
。

(
2
)
 
こ
の
ラ
モ
ッ
ト
氏
の
言
葉
に
は
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。
筆
者
は
、
津
毘
富
士
山
博
士
の
「
小
乗
(
ヨ

1
ガ
の
宗
教
)
と
利
他
行
の
宗
教
(
大

乗
)
は
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
関
係
(
両
立
不
可
能
、
か
つ
二
者
択
一
不
可
避
)
に
あ
る
」
と
い
う
指
摘
に
賛
同
し
て
い
る
。
津
田
博
士
の
指
摘

は
、
そ
の
著
作
の
捷
処
に
見
え
る
が
、
鍔
え
誌
、
「
ア
l
ラ
ヤ
的
世
界
と
そ
の
神
」

一
一
一
一
員
(
大
露
出
張
、

一
九
九
八
年
)
に
あ
る
。

(
3
)
 
引
用
は
、
ラ
モ
ッ
ト
論
文
五
頁
と
二
十
三
;
四
頁
。
・
:
は
略
、
傍
点
傍
線
及
び
(

)
内
筆
者
加
筆
、
以
下
の
引
用
も
こ
れ
に
準
ず
る
。

(
4
)
 
大
正
二
五
・
=
二
九
上

m
i
中
4

『
大
智
度
論
」
の
著
者
は
や
は
号
龍
樟
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)



『
大
智
度
論
」

の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

ニ
=
E

(
5
)
 
拙
論
「
大
智
度
論
に
顕
れ
る
得
難
生
法
忍
の
意
義
」
『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
」
第
十
西
号
、
早
積
回
大
学
東
洋
哲
学
会
、
平
成
九
年
。
以

下、

A
論
文
と
略
件
付
。

(
8
)
 
周
知
の
よ
う
に
、
『
大
品
般
若
」
『
小
品
般
若
」
に
は
党
本
は
も
と
よ
り
、
漢
訳
に
も
異
訳
が
存
在
す
る
が
、
本
論
は
『
大
智
度
論
』

の
考

の
最
後
部
が
未
公
刊
で
あ

る
が
、
公
判
さ
れ
て
い
る
も
の
は
逐
一
そ
れ
を
参
照
し
真
行
を
記
し
た
。
著
し
く
文
意
の
異
な
る
も
の
は
註
記
し
た
。
『
八
千
領
設
若
』

C
・

察
で
あ
る
の
で
、
比
較
の
復
か
ら
主
に
羅
什
訳
の
再
経
を
用
い
た
。
党
本
に
つ
い
て
は
、
『
二
万
五
千
領
殻
若
」

君
。
笠
宮
内
W
E
e
p
J
P
σ
F
F
2
5
9
可巴
mwHurmF弓
up-orhpHUHd丘
四
割
問

)
m
P
5
5
E芝山、
p
r
y
-町
二
寸
宮
、
吋

OV10
回
記
長
{Y
寸
o
-
q
c
H
S
N
・
以
下
、

[
巧
]
と
略
本
。

『
二
万
五
千
嘆
殺
若
』

z
-
D
9
2
E
J
h
h
M
v
m込山

gisb三
百
mP79
号
F
F
P
T
Z
B
P
M
)
m
w司
mw
自
立
町
唱
の
色
2
3
9
0
門
広
三
巴

[
ロ
〕
と
略
称
。
づ
同
い
言
号
位
。
巴
・
¥
壬
ち

-S己
自
由
主
古
忠
臣
m
z
k
p
p
d
t

∞G
門広
m
w
Z
0
・N
∞
w
H
L
5
9
0
h
v
c
o
w
H
L
O
ロ品。ロ

5
2・
以
下
、

B
S
m
F吋
mwH

(
7
)
 

「
羅
什
加
筆
」
を
用
い
る
際
は
、
筆
記
者
の
信
叡
等
の
加
筆
の
可
能
性
を
も
含

印
旗
本
第
一
章
第
一
節
を
参
照
。
以
下
、
本
稿
に
お
い
て

む
こ
と
と
す
る
。

(
8
)
 

([宅
]
H
u
g
c
F
∞ム∞‘

]UGCNHL
∞ム

h

日
)
。
『
大
品
般
若
』
同
三
回
一
中
1
j
s
(
[同〕

『
小
品
般
若
」
大
正
入
・
五
六
五
下
m

j
誌、

3
1
l
n
o
 

q
b
1
i
ワ
μ

円
〈

H
U
E
∞F
4
1
H
∞
)
。
「
大
品
般
若
」
同
三
四
三
中
日
j
m
(
[
同
〕
宅
問
U
H
E
F
S
七
HGN
「
凸
)
。
『
大
智
度
論
」
は
、
『
小
品
般
若
』
以
外
の
小
品

系
殻
若
経
が
記
述
す
る
「
釈
尊
過
去
堂
の
嬢
灯
仏
授
記
時
の
得
無
生
法
忍
」
に
照
ら
し
て
、
得
忍
と
受
記
と
を
荷
持
と
解
釈
し
て
い
く

(
A

論
文
二
二
;
二
頁
及
び
一

一
六
頁
参
照
)

の
で
、
そ
れ
を
意
識
し
て
、
不
退
転
を
説
い
て
い
る
。

(
9
)
 
発
趣
品
の
十
地
説
は
「
乾
慧
地
」
等
の
共
の
十
地
と
混
同
さ
れ
や
す
い
が
、
『
大
智
度
論
」
に
と
っ
て
、
再
者
は
別
組
の
も
の
で
あ
る
。

前
者
が
不
共
の
十
地
説
を
も
っ
て
解
釈
さ
れ
る
備
は
、
不
共
の
十
地
説
の

「
七
地
沈
空
の
難
」
と
そ
の
第
十
地
の
名
稔
で
あ
る
「
法
雲
地
」

を
発
趣
ロ
閣
の
十
地
説
の
註
釈
に
用
い
て
い
る

(
A
論
文

一
入
頁
の
巻
五
十
か
ら
の
引
用
参
詔
む
こ
と
に
見
出
せ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後

者
は
、
内
容
辻
近
鉱
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
菩
薩
の
措
位
は
十
地
で
辻
な
く
七
地
に
纏
め
ら
れ
て
い
る

(
A
論
文
註
辺
、
干
潟
論
文
入

i
九

頁
参
照
)
。



(
お
)

A
論
文

一
六
頁
参
照

(
日
)

誤
解
の
無
い
よ
う
に
講
説
す
る
な
ら
ば
、
初
発
心
か
ら
自
利
利
他
の
誓
頼
に
基
づ
い
て
修
す
る
こ
と
は
大
乗
の
菩
薩
道
の
常
識
で
あ
る
が
、

『
大
智
度
論
」
は
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
実
効
性
の
あ
る
利
他
が
昌
利
成
就
の
不
退
転
以
後
で
あ
る
と
の
認
識
を
強
く
打
ち

出
す
の
で
あ
る
。
大
正
二
五
・
一
九
五
下
3
i
7
、

一
九
六
上
口
i
m
、
四
一
七
中
包
;
お
、
四
一
九
中
口
;
目
、
四
六
三
上
U
i
中
4

(ロ)
A
論
文
一
二
五
頁
参
照

(
日
)

A
論
文
全
体
参
照

(
弘
)

大
正
八
・
五
六
二
中
e
i
8
、
値
。
詳
し
く
は
A
論
文
二
二
二
i
酉
頁

(
日
)

大
正
二
五
・
二

O
人
中
路
、
三
O
八
上
口
i
n
。

出

-
F
E
ロ
O
H
g
u
h
h
F
O

『

H
A
s
t
b
(
目
。
z
c
g
ロ
(
円
〈
号
宮
門
戸
。
∞
m
w
m
円
。
m
m⑦
u

、H
d
o
g
e
-

J
Z
H
E
E
C
E
s
s
-
F
E
P
F
0
5
9
5
L
C斗
0

・
}
u
g
i
醤
・
取
意
。

(
出
)

F
H
H
H
P
E
m
ロ
σ
E
z
m
m
w
H
H
H
σ
E
Z
H
1
2
5
σ
E円
m
g
z
p
宮市戸巳
]
v
s
-
E
H
)的

F
S
E
E
r
u
Eけ
い

g
H
当
己
1
P
E
U
占
む
丘
三
ミ
ト
叩
当
日
F
E
E
-

UNF
君
主
7
H
M
)
m
g
E
F
U
1
p
m可
E
F
-
-
-
桓
応
S
E
t
t
g
H官
tべsau
コζ

「
繋
ぐ
・
椙
応
」
i
J
E
t
s
H
H
q
己
a
p
)
。
こ
の
引
用
は
、
以
下
の
②
の
一

節
(
[
巧
]
}
U
S
∞
?
ミ
l
}
U
S
∞
?
と
で
あ
り
、
こ
の
般
若
譲
羅
蜜
相
志
の
笠
が
不
退
転
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
、
②
の
若
干
請
に
説
か
れ
る
、

以
下
の
①
を
参
照
す
る
こ
と
で
明
白
で
あ
る
。
羅
什
は
②
で
の

『
大
品
般
若
』

の
み
「
般
若
波
羅
蜜
桔
応
」
と
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
、

「
大
智
度
論
」

の
後
に
『
小
品
穀
若
」
を
訳
出
し
た
(
横
超
慧
日
・
諏
訪
義
純
「
羅
什
』
二
五
人
i
九
頁
、
大
蔵
出
張
、

一
九
九
一
年
。
以

下
、
『
羅
什
」
と
略
称
)
に
も
関
わ
ら
ず
、
『
小
品
段
若
』

で
羅
什
は
「
般
若
波
羅
蜜
栢
応
」
を
正
確
に
訳
し
て
い
な
い
。

よ
っ
て
、

「
般
若

波
羅
蜜
相
感
(
本
文
中
に
後
説
す
る
よ
う
に
「
大
智
度
論
』
が
重
要
視
し
て
い
る
問
題
の
根
源
で
あ
る
と
に
対
す
る
羅
什
の
理
解
は
浅
い
、

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
も
『
大
智
震
論
」

の
著
者
が
羅
行
で
な
い
こ
と
の
証
左
の
ひ
と
つ
と
な
ろ
う
。
①
『
小
品
般
若
』
大
正
人
・

五
六
六
上
8
;
目
、
般
若
波
羅
蜜
相
応
は
無
い
。
〔
者
)
M
U
G
C
G
?
?
弓
ゆ
般
若
波
羅
蜜
梧
応
は
あ
る
。
『
大
品
般
若
』
間
入
・
三
回
三
下
お
i

西
上
6
、
般
若
波
羅
蜜
相
志
は
無
い
。
[
同
]
門司

]
u
-
S
F
g
l
E
G品
H
L
Z
U
般
若
設
羅
蜜
相
応
は
無
い
。
②
「
小
品
設
若
」
田
川
五
六
六
上
羽
j

n
、
殻
若
波
羅
蜜
梧
応
は
無
い
。
[
者
〕
出
U
G
g
H
L
N
ア〕
v
g
c
?
?
般
若
波
羅
蜜
梧
応
は
あ
る
。
『
大
口
出
般
若
」
再
三
四
回
上
幻
j
中
1
、
[
同
〕

『
大
智
麦
論
』

の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

三玉



『
大
智
震
論
』

の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

一一一→ /、

司
司
H
g
H
L
∞
E
H
P
般
若
波
羅
蜜
相
応
は
あ
る
。
③
註
認
と
の
関
連
で
こ
こ
に
挙
、
げ
る
。
『
小
品
殻
若
』
雨
入
・
五
六
七
中
弘

i
下
1
(
(
巧〕

HU
斗N4HL53MU
芯∞
HL
出
品
)
。
『
大
品
殻
若
』
再
三
呂
六
下
n

j
七
上

5
(
(
丙
〕
宅
市
ミ
∞
円
L
E
g
g
y
な
お
、
『
八
千
填
般
若
」

の
最
古
訳
で
あ

る
「
道
行
般
若
』
や
次
に
吉
い

「
大
明
度
経
』
に
も
「
殻
若
波
羅
蜜
相
芯
」
が
あ
る
。
大
正
八
・
四
五
六
中
5
;
7
、
同
四
九
六
上
3
j
5
0

(ロ)
『
大
智
震
論
』
で
は
、
「
習
(
相
)
応
」
を
以
下
の
よ
う
に
註
釈
す
る
。
「
習
と
は
、
設
若
波
羅
蜜
に
提
い
て
諺
習
し
行
観
し
怠
ま
ず
掠
ま

ざ
る
、
是
を
名
づ
け
て
習
と
為
す
。
警
え
ば
弟
子
の
師
の
教
に
随
頗
し
、
師
の
意
に
違
わ
ざ
る
が
如
き
は
、
是
を
相
応
と
名
づ
く
。
般
若
波

羅
蜜
の
相
の
如
く
、
菩
護
も
亦
是
の
相
に
随
い
、
智
慧
を
以
て
観
じ
、
能
く
得
て
能
く
成
就
し
、
増
さ
ず
減
ぜ
ざ
る
、
是
を
相
志
と
名
づ
く
。

誓
え
ば
函
蓋
の
大
小
相
い
称
、
つ
が
如
し
。
般
若
波
羅
蜜
は
、
諾
の
観
法
を
減
す
と
難
も
、
市
も
智
慧
力
の
故
に
、
名
づ
け
て
、
能
わ
ざ
る
所

無
く
観
ぜ
ざ
る
所
無
し
、
と
為
す
。
龍
く
是
の
如
く
二
辺
に
聾
せ
ざ
る
こ
と
を
知
る
。
是
を
般
若
設
羅
蜜
と
相
志
す
と
為
す
。
(
大
正
二
五
・

三
二
七
上
ロ

i
玲)」

(
時
)

の
新
設
し
た
諸
品
に
つ
い
て
は
、
梶
芳
光
運
『
大
乗
仏
教
の
成
立
史
的
研
究
』
(
山
喜
房
、
昭
和
五
十
五
年
。
以
下
、
梶
芳

本
と
略
称
)
二
三
九
頁
の
表
が
科
穫
で
あ
る
。
『
二
万
五
千
領
殻
若
』
の
『
八
千
壊
殻
若
」
と
重
援
す
る
箆
一
所
で
の
「
相
忠
」
辻

U
E
E
2

SHMH可
己
2
n
で
あ
り
、
新
設
し
た
「
習
(
栢
)
応
品
(
党
本
に
お
い
て
は
第
一
章
「
第
二
節
皇
室
主
と
に
含
ま
れ
る
)
」
で
種
々
に
説
示

し
て
い
る
笛
所
の
「
相
誌
」
は
、
べ
tu
コζ
の
過
去
受
動
分
認
可
己
2
9
・
名
詞

V102、
・
現
在
分
認
可
z
-
u
S
H
H
H
P
H
5

・
使
役
動
詞
三
官
三
立

を
用
い
、
以
下
の
④
で
「
殻
若
波
羅
蜜
梧
応
は
空
桓
応
で
あ
り
臣
家
大
一
の
椙
応
で
あ
る
」
と
す
る
。
『
大
品
般
若
』
「
深
奥
品
(
註
お
③
)
」

『
大
口
問
般
若
」

で
の
般
若
波
羅
蜜
相
誌
は
、
三
三
味
を
以
て
利
他
(
成
就
衆
生
)

へ
進
展
す
る
こ
と
を
説
き
、
こ
の
「
習
(
相
)
応
品
(
以
下
に
引
用
す
る

③
④
を
参
照
)
」
も
再
一
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
習
(
指
)
応
品
」
と
「
深
奥
品
」
と
は
、
男
一
の
般
若
波
羅
蜜
栢
志
と
い
う
事
惑
で
あ
る
o

e大
正
人
・
二
一
入
下
げ
;
臼
(
[
ロ
〕

2
4
F
N
∞
七
日
∞
巳
)
。
参
同
一
一
一
一
一
一
下
8
;
日

((EEω
〕
い

L
E
t
-
斗
)
。
③
同
二
二
三
上
E

j
中
日

(
[
己
〕
司
会
?
?
M
U
S
T
-
H
)
。
⑤
同
一
一
一
一
四
一
下
9
j
お
(
[
ロ
]
司
ミ
?
?
H
U
S
H
L
ω
)
。

(
盟
)

間
前
註
@

(
お
)

大
正
二
五
・
三
三
五
中
間
四



(
担
)

大
正
二
五
・
五
八
上
4
4
j
5

(
詑
)

大
正
二
五
・
二
六
二
上
沼
j

u

(
岱
)

大
正
二
五
・
一

O
七
中
7
i
9

(
包
)

大
正
二
五
・
一
人
O
中
l
i
5

(
お
)

大
正
二
五
・
屈
O
一
中
8
i
m

(
お
)

大
正
二
五
・
四
三
人
上
9
i
ロ

(
釘
)

大
正
二
五
・
西
五
七
下
S
j
8

(
お
)

『
般
舟
三
味
経
』
三
巻
本
(
大
正
二
ニ
・
九
O
五
上
5
i
m
、
中
目
j
下
3
)
で
は
、
「
念
仏
」
を
用
い
て
般
舟
三
味
を
説
い
て
い
る
。
さ

ら
に
、
羅
什
訳
『
十
住
毘
婆
沙
論
』

の
「
念
仏
品
第
二
十
」
か
ら
「
助
念
仏
三
昧
品
第
二
十
五
」
も
『
般
舟
三
味
経
』

に
基
づ
い
て
い
る

(
瓜
生
津
隆
真
『
ナ
1
ガ
ル
ジ
ュ
ナ
研
究
」
四
O
j
四
三
頁
、
春
秋
社
、
昭
和
六
O
年
。
以
下
、
瓜
生
津
本
と
略
称
)
。
段
舟
三
味
が
念
仏
三

味
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
る
こ
と
は
現
代
の
研
究
者
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
梶
山
雄
一

末
木
文
美
士
『
浮
土
仏
教
の
患
想
』

二
「
観
無
量
寿
経
・
殻
舟
三
味
経
」
二
三
九
夏
、
講
談
社
、

一
九
九
二
年
。
以
下
、
梶
山
殻
舟
本
と
略
称
)
。

(
部
)

「
大
品
般
若
」
に
於
け
る
不
退
転
の
菩
窪
の
利
也
行
に
関
す
る
記
述
は
、
例
え
ば
、
大
正
八
・
二
=
二
中
m
i
下
9
(
[
ロ
]
苫
C

再
L

や弓)、

再
三
匹
三
上
5
j
U
(
[
同
]
円
〈

H
U
H
G
C
?
?
H
G
)

で
あ
る
。

(
お
)

「
小
品
般
若
』

で
も
、
往
生
(
欲
生
他
方
溝
浮
仏
毘
)
に
言
及
す
る
が
、
得
無
生
法
忍
の
不
退
転
の
菩
薩
の
利
他
行
は
不
明
瞭
で
あ
る
。

例
え
ば
、
後
記
す
る
*
の
笛
一
昨
で
も
不
退
転
の
菩
薩
の
往
生
を
説
く
が
、
そ
れ
が
「
教
化
衆
生
・
海
仏
国
土
」
と
い
う
利
他
の
た
め
と
い
う

言
明
が
無
い
。
な
お
、
『
小
品
般
若
」
に
お
け
る
「
教
化
衆
生
・
誇
仏
国
土
」

の
思
想
が
希
薄
な
こ
と
は
、
梶
芳
本
の
西
三
八

i
五
六
、

五

四
七
;
九
頁
等
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
往
生
と
は
、
他
方
仏
国
土
へ

「
生
ず
る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
と
密
接
な
海
土
教
の
〈
『
無
量
寿

経
」
と
『
持
拡
詑
経
』
党
本
の
用
例
は
、
①

E
・2
矢
l

己
主
'
(
起
こ
る
、
生
ず
る
)
↓
三
百
戸
仏
豆
、
吉
一
三
官
、
ロ
ロ
mw-
路
詮
②
己
目
当
‘
stage
百
戸
弘
、
(
達
す

る
、
生
ず
る
)
↓
毛
主
主
苦
言
一
毛
主
主
肝
一
与
さ
き

E
・
爪
ザ
吋
己

FIt-zEロ
(
再
生
す
る
、
転
生
す
る
)
↓
官
三
豆
身
主
主
有
三

E
E戸

『
大
智
度
論
」

の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

→コ



『
大
智
度
論
』

の
著
者
は
や
は
り
龍
棋
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

ノ又

般
若
」
と
で
も
需
様
で
あ
る
が
、
『
二
万
五
千
額
殻
若
』

(
藤
田
宏
達
『
原
始
浮
土
思
想
の
研
究
」
岩
波
書
居
、
昭
和
四
十
五
年
、
五
一
九
頁
取
意
)
〉
で
あ
り
、
『
二
万
五
千
額
般
若
」
と
『
八
千
額

(
大
正
人
・
三
四
二
下
日
j

で
の
仏
冨
土
へ
の
往
生
辻
主
に
①
が
費
わ
れ
て
い
る

紅
、
[
同
]
宅
H
U
E
C
F
h
F
S
E

*
間
五
六
五
中
7
1
弘、

[
4
q
〕
]
V
S
G
H
b
c
z
]
V
8
4
H
L
N
ω
)
。
『
大
口
郎
般
若
』
で
の
生
生
が
「
諸
仏
の
毘
に
次
々

と
生
ま
れ
て
常
に
諸
仏
と
離
れ
な
い
」
こ
と
は
、
例
え
ば
、
同
二
二
五
中
日
i
H
(
〔り〕

HU
き
F
E
I
H
U
S
H
L
N
)

に
あ
る
。
そ
れ
が
「
教
化
衆

生

(
S
2
4
9
2宮
江
古
川
F
g
p
m戸
[
〈
宮
、
江
ー
へ
切
m
p
]

・
浮
仏
菌
土

(σ
戸

E
F
9
5
2
E
1
U
9
ユDO(HFmwH戸内
F

[

〈
切
符
江
z
t
j
宮
島
F
]
)

を
行
ず
る
」

を
伴
、
つ
こ
と
は
、
同
一
三
一
上
日
;
お
(
[
同
]
同
国
司
H
g
H
L
a
s
-
N
)

な
ど
に
あ
る
。
「
大
智
度
論
」
は
こ
の
文
脹
で
の

「
成
就
衆
生
」
を

「
教
化
衆
生
(
三
乗
を
以
て
衆
生
を
愛
す
ご
と
呼
ぶ
こ
と
を
習
い
と
し
て
い
る
(
大
正
二
五
・
四
六
一
上

m
w
i
n
。
大
正
人
・
二
入

O
下
ロ

i
泊
、
[
同
)

の
で
、
本
論
で
は
「
教
化
衆
生
」
を
用
い
る
。
『
大
品
般
若
』
で
「
教
化
衆
生
」
を
居
い
る
箆
所
は
大
正

八
・
二
四
人
上
日
(
〔
己
〕
苫
∞
2
b
N
)

な
ど
が
あ
る
が
、
『
大
智
度
論
』
ほ
ど
類
繁
で
な
く
、
誇
仏
国
土
を
伴
、
っ
文
脹
で
は
使
わ
れ
な
い
。

国
田
市
再
(
)
H
L
4
2
M
M
)

た
だ
し
、
前
後
の
次
第
で
『
大
智
度
論
」
と
需
意
と
言
え
る
。
よ
っ
て
郡
能
と
し
て
の
「
教
化
衆
生
」
と
は
、
衆
生
を
浬
繋
を
入
ら
し
む
こ

と
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い

(
『
大
智
度
論
』
大
正
二
五
・
二
二
二
上
却
。
『
大
品
般
若
」
同
正
八
・
三
人
入
中
9
i
目
、
三
九
八
下
日
、
な

ど
、
党
本
未
公
刊
)
。

(
お
)

『
大
品
般
若
』

の
無
仏
国
土
・
欲
界
の
往
生
は
①
大
正
八
・
二
二
五
中
n
i
下
3
(
[
ロ
〕
〕
U
G
A
?
?
口
)
と
@
同
二
二
五
下
怨

i
六
上
2

([己〕

E
P
H
1
a
)
、
③
同
・
三
九
O
中
お
j
下
1
(
党
本
未
公
刊
)
な
ど
に
見
ら
れ
る
(
①
舎
の
近
く
に
は
、
鈍
の
菩
護
や
初
発
心
持
に
自

利
を
究
寛
す
る
顧
の
菩
薩
な
ど
も
説
か
れ
る
の
で
、
殻
若
波
羅
蜜
梧
応
の
不
退
転
の
菩
薩
と
の
区
別
が
必
要
で
あ
る
)
。
な
お
、

こ
の
よ
、
っ

な
無
仏
の
現
世
を
視
野
に
入
れ
た
往
生
辻
「
入
生
死
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
(
大
正
入
・
四
O
二
上

n
i
針
。
党
本
未
公
刊
)
。

(
詑
)

大
正
二
五
・
三
四
二
中
1
j
4

(
お
)

大
正
二
五
・
八
五
上
4
i
5

(
話
)

大
正
二
五
・
五
七
八
下
回
;
目
。
雷
訳
一
切
経
は
、
こ
の
引
用
中
の
鍔
点
部
を
「
欲
界
に
生
ず
る
者
あ
り
。
現
在
の
仏
の
処
に
生
ず
る
者

あ
り
。
(
釈
経
論
部
五
の
上
・
一
七
O
西
頁
三
行
目
)
」
と
す
る
が
、
対
応
す
る
「
大
品
般
若
?
『
大
般
若
で
「
二
万
五
千
額
般
若
」
(
大
正



入
・
三
四
二
下
回

i
n
、
同
七
・
二
六
六
下
お
j
七
上
辺
、
[
旧
内
)
『
〈
}
U
E
C
H
L
K
H
E
H
G
)

の
経
文
は
「
有
仏
国
土
の
欲
界
」
と
理
解
で
き
る
の

で
、
わ
れ
わ
れ
は
傍
点
部
の
よ
う
に
読
む
。
な
お
、
こ
の
「
現
在
仏
の
い
る
欲
界
」
が
【
引
用
担
】

の
釈
尊
在
世
時
の
裟
婆
苦
界
に
も
連
関

し
て
い
る
こ
と
は
、
容
易
に
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(
お
)

『
大
智
度
論
』
辻
、
「
大
品
毅
若
』
が
在
生
を
取
ち
上
げ
る
た
め
に
、
無
仏
の
環
世
を
提
野
に
入
れ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

論
の
主
昏
は
、
む
し
ろ
、
不
退
転
の
菩
薩
の
神
遥
自
在
な
和
他
行
(
往
生
そ
の
も
の
に
は
強
い
関
心
が
な
く
、
神
通
自
在
の
中
に
往
生
は
含

ま
れ
る
)
に
あ
る
こ
と
が
、
在
生
を
省
略
し
た
利
組
行
を
頻
繁
に
説
い
て
い
る
こ
と
か
ら
調
え
る
。

A
論
文
一
一
ム
ハ
頁
参
黒
。

(
お
)

大
正
二
五
・
二
ニ
二
上
白
j
中
立
。
詳
し
く
は
A
論
文
一
一
七
頁
以
降
参
黒
。

(
訂
)

大
正
二
五
・
三
四
O
中
m
i
n
。
ま
た
、
用
品
の
若
干
前
の
同
三
三
人
下
日

i
ロ
も
参
損
さ
れ
た
し
。
な
お
、
「
大
品
般
若
」

が
殻
舟
三

味
に
間
接
的
に
言
及
し
て
い
る
と
患
わ
れ
る
醤
所
と
し
て
、

(
以
下
、
党
本
未
公
刊
)
、

a
大
正
人
・
二
一
七
上
お
(
[
己
]
市
白
?
?
と
、

b
南
西
一
七
下
日
j
八
上
回

c
時
四
一
一
一
中
7
i
u
、
d
同
四
二
三
下
5
j
Q
d
等
が
あ
る
。
「
小
品
般
若
」
に
は
b
c
d
に
対
応
す
る
も
の
が
、

関
五
人
一
中
お
i
下
四
(
〔
者
〕
]
U

ま
C
F
H
斗
l
H
U
2
N
F
E
)

。
間
五
人
酉
上
8
i
臼
(
[
者
〕

H
u
g
∞?∞∞
l〕

U
C
白
む
?
と
と
、
間
五
人
六
中
7
i
m
u

([者〕

}vcgrω
ム
C
)

に
、
ほ
ほ
間
意
の
記
述
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
『
小
品
殻
若
」
の
記
述
は
い
ず
れ
も
『
大
智
震
論
』

関
心
に
北
べ
る
と
貧
弱
・
未
成
熟
で
あ
り
、
諸
仏
の
前
世
と
し
て
不
退
転
と
方
便
に
言
及
す
る
b
c
に
あ
っ
て
も
無
生
法
忍
と
は
直
接
に
関

の
強
い

達
し
て
い
な
い
。

(
お
)

大
正
二
五
・
三
三
人
中
山
i
下
6
、
取
意
。

(
鈎
)

不
退
転
の
菩
寵
の
般
舟
三
味
に
関
し
て
辻
『
嘗
携
毅
三
味
経
」
の
十
地
説
の
影
響
も
着
車
で
き
、
得
無
生
法
忍
受
記
を
経
た
得
殻
舟
三
味

を
第
八
地
と
記
述
し
て
い
る
。
(
大
正
一
五
・
六
三
回
上
3
j
5
、
蔵
本
『
影
印
北
京
版
酉
蔵
大
蔵
経
」
一
一
一
一
一
巻
七
九
頁
屈
段
も
同
意
)

(
的
)

初
期
の
『
般
舟
三
味
経
』
は
阿
弥
詑
仏
が
中
心
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
例
え
ば
、
末
木
文
美
士
「
『
般
舟
三
味
経
」
を
め
ぐ
っ
て
」

一
九
人
九
年
、
所
収
)
が
、
本
論
で
取
り
上
げ
て
い
る
『
大
智
度

藤
田
宏
達
博
士
還
暦
記
念
論
集
『
イ
ン
ド
哲
学
と
仏
教
』
平
楽
寺
書
庫
、

論
」
の
不
退
転
の
菩
薩
に
関
し
て
は
、
阿
弥
陀
仏
へ
の
言
及
は
皆
無
で
あ
り
、
不
退
転
の
菩
薩
の
自
在
な
神
通
の
警
え
に
因
位
法
蔵
菩
麗
の

『
大
智
慶
論
」
の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)
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『
大
智
度
論
」

の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

l2Y 
〈二〉

捧
土
建
立
の
様
を
挙
げ
て
い
る
(
大
正
二
五
・
四
一
人
上
お
j
中
2
)
の
み
で
あ
る
。

(
組
)

大
正
二
五
・
二
六
二
上
初
j

m

(
位
)

大
正
二
二
・
九
一
五
下
山
j
m
(
R
H
U
h
E乙
豆
・

z
m
w吋
江
m
o
p
民
民
、
吋
宮
、

HdFσ

。H9H戸、
H，

o己
o
ご
g
-
V
H
d
O
H
U
コH仲間
)hw
ロ
ロ
守
出
口
仏
門
戸
}Hmwz
∞
宮
古
口
千

}
内

F
P
4
2
H
E
S
t
∞
mwHUmp
己主
t沼
田
青

m
w
w
w
w
M
W
3
u
-
R
3
F
F
可
。
ミ
¥
H
d
c
r
u
-
O
L
C
4
∞
・
弘
下
、
ハ
リ
ソ
ン
本
と
略
称
、

H
U
5
H
?
?
}
U
Z
N
F
h
F
も
同

意
)
。
ま
た
、
誤
解
の
無
い
よ
う
に
記
し
て
お
く
が
、
『
大
智
度
論
」
で
の
殻
舟
三
味
は
、
不
退
転
に
な
っ
て
務
め
て
問
題
と
な
る
も
の
で
は

な
く
、
「
般
若
波
羅
蜜
以
前
に
般
舟
三
味
有
り
(
大
正
二
五
・
五
八
上
4
i
H
)
」
と
い
う
立
場
で
あ
り
、
滅
罪
の
利
益
を
持
つ
こ
と
や
阿
弥

詑
仏
に
関
連
す
る
も
の
、
乱
心
を
鎮
め
る
行
法
と
し
て
の
、

一
毅
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
認
識
を
も
箆
処
に
示
し
て
い
る
。

(
記
)

大
正
八
・
二
四
七
中
n
i
お
(
[
ロ
〕
苫
宮
F
N
C
七
日
∞
∞
「
品
)
、
他
に
陪
西
O
二
上
M
H
j
口
(
党
本
未
公
刊
)
も
あ
る
。

(
必
)

大
乗
と
小
乗
の
差
異
に
対
す
る
『
大
智
度
論
」

の
典
型
的
解
説
は
「
菩
護
の
智
慧
の
相
誌
声
関
の
智
慧
と
是
詰
一
の
智
慧
な
り
。
担
だ
方

便
な
く
、
大
誓
の
荘
厳
な
く
、
大
慈
大
悲
な
く
、

だ
老
痛
死
を
厭
い
、
諸
の
愛
繋
を
断
じ
て
直
に
浬
襲
に
趣
く
を
異
と
な
す
。
(
大
正
二
五
・
二
六
六
下
3
i
6
と
で
あ
る
。

一
切
の
仏
法
を
求
め
ず
、

一
一
環
種
智
を
以
て
、

一
切
法
を
知
る
こ
と
を
求
め
ず
し
て
、
佳

(
記
)

註
初
参
熊
。
ま
た
、
大
正
二
五
・
二
六
回
上
3
i
m
で
も
、
諸
法
空
に
入
る
と
慈
悲
心
を
起
こ
す
こ
と
が
至
難
で
あ
る
と
指
捕
し
て
い
る
。

(
必
)

「
方
便
力
を
以
て
衆
生
を
利
益
す
る
」
は
、
大
正
八
・
二
入
O
下
Z

j
一
上
1
(
(
国内〕

同

居

可

2
F
H
N
E
E
-

「
方
便
力
舞
け
れ
ば
二
乗
に

重
ち
る
」
辻
、
再
三
三
六
中
日
j
H
(
[
内
〕
弓

2

N印
F
N
∞1
2
)
。
荷
者
と
も
罰
意
の
も
の
は
そ
の
勉
に
多
数
あ
る
。

(
訂
)

『
十
地
経
」

の
七
地
沈
空
の
難
は
往
生
に
言
及
す
る
事
態
で
は
な
い
が
、
『
大
智
度
議
』
が
無
仏
の
現
世
を
視
野
に
入
れ
た
往
生
を
強
課
す

る
の
は
、
不
住
謹
繋
の
思
想
と
整
合
さ
せ
た
い
が
為
で
あ
る
(
註
お
参
照
)
。

つ
ま
り
、
「
大
品
般
若
」
に
あ
っ
て
も
利
抱
の
た
め
の
詮
生
で

あ
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
既
に
こ
の
論
の
著
者
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
語
土
教
で
の
往
生
が
自
利
成
就
の
救
済
面
を
強
く
喚
起

『
大
品
般
若
」
以
上
に
注

す
る
の
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
『
大
智
度
論
』
で
は
、
け
し
て
利
他
行
と
看
離
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、

意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
認
)

大
正
二
五
・
四
一
回
下
日
j

u



(
却
)

大
正
二
五
・
二
二
四
上
位
i
n

(
印
)

瓜
生
津
本
三
二
一
員

(
日
)

県
生
津
本
一
二
三
j
五
O
頁

(
臼
)

大
正
三
二
・
五
二
九
上
1
j
u
。
ま
た
瓜
生
害
博
士
に
龍
樟
妻
、
作
と
推
定
さ
れ
て
い
る
「
十
金
毘
婆
沙
論
」
の
楊
壌
に
も
間
内
容
の
記
述

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
若
干
文
字
が
違
う
も
の
の
、
『
菩
提
資
糧
論
」
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
正
二
六
・
二
五
中
お

i
下
8
0
瓜

生
業
本
三
三
j
酉
西
真

0

・
な
お
、
本
文
中
に
引
用
し
た
中
の
「
忍
」
が
「
無
生
法
忍
」
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
直
前
の
長
行
と
『
十
住
毘
婆

沙
論
』
の
同
内
容
の
記
述
を
見
れ
ば
、
明
ら
か
に
そ
れ
と
分
か
る
。

(
日
)

大
正
三
二
・
五
二
七
下
4
1
5
、
引
用
文
中
の
「
忍
」
が
無
生
法
忍
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
直
後
の
長
行
と
「
十
住
毘
婆
抄
論
」

の
詞
内

容
の
記
述
(
大
正
二
六
・
九
三
上
4
j
5
)
を
見
れ
ば
、
明
ら
か
に
そ
れ
と
分
か
る
。

(
弘
)

大
正
三
二
・
五
二
九
下
回
i
m

(
日
)

大
正
三
二
・
五
三
二
中
3
j
4
1
後
続
す
る
掲
墳
に
も
同
様
に
説
か
れ
て
い
る
。

(
日
)

大
正
三
二
・
五
三
三
下
お
;
弘

(
訂
)

詳
し
く
は
、
『
羅
行
」
二
二
酉
i
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
し
。

(
回
)

加
藤
博
士
の
羅
什
著
者
説
の
根
拠
で
あ
る
「
初
品
冨
頭
(
熊
是
我
関
一
時
)
で
の
百
論
の
引
用
部
分
を
全
体
の
構
成
か
ら
は
ず
せ
な
い

(
加
藤
論
文
五
回
頁
ご
と
の
指
摘
に
は
一
考
を
要
す
る
。
加
藤
博
士
は
「
著
者
が
『
百
論
」
を
直
に
見
な
が
ら
適
宜
引
用
し
た
こ
と
」
を
論

証
し
て
い
る
の
だ
が
、
た
と
え
龍
擦
に
そ
れ
が
蕪
理
で
ふ
め
っ
た
と
し
て
も
、
羅
什
加
筆
と
見
れ
ば
差
し
支
え
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
次
の
二
点
を
指
捕
し
て
お
く

0
0
『
大
智
度
論
」
の
羅
什
著
者
説
の
根
拠
は
「
初
品
」
(
羅
什
は
「
初
品
」
を
正
確
に
訳
し
、
全
体
の

三
分
の
一
の
分
量
を
持
た
せ
た
が
、
後
品
は
全
て
省
略
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
信
叡
宗
、
大
正
二
五
・
五
七
中
n
i
倒
的
)
に
集
中
し
て

い
る
。
②
『
百
論
」
は
十
四
歳
頃
の
羅
什
が
一
年
の
カ
シ
ュ
ガ
ル
帯
在
中
に
暗
語
す
る
ほ
ど
熟
読
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
の
中
国
で

『
大
智

度
論
』
よ
り
も
先
立
っ
て
訳
出
を
開
始
し
な
が
ら
『
大
智
震
論
」
訳
出
の
た
め
に
一
時
中
新
し
、
『
大
智
度
論
』
訳
了
の
諒
に
訳
出
を
再
調

『
大
智
度
論
』
の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)
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『
大
智
度
論
』
の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
誌
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

立ヨ

し
て
い
る
(
『
羅
什
』

一
五

O
頁
・
二
一
九
j
二
二
九
頁
及
び
二
五
八
j
九
頁
)
。
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
を
諮
ま
え
て
、
『
大

智
度
論
』
の
独
自
の
思
想
と
「
拐
品
」
の
内
容
と
の
統
一
性
な
い
し
悉
一
離
性
が
、
『
大
智
度
論
』
全
体
か
ら
ど
の
よ
う
に
評
僅
で
き
る
か
を

再
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
例
え
ば
、
本
文
第
一
節
に
提
示
し
た
ラ
モ
ッ
ト
教
授
の
「
初
口
問
」
の
研
究
が
こ
の
論
の
全
体
を
要
約
し
て
い

る
と
は
言
え
な
い
と
い
う
類
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
加
藤
博
士
の
言
、
っ
全
体
の
講
成
か
ら
は
ず
せ
る
か
ど
う
か
の
密
答
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
「
初
品
」
が
略
さ
ず
に
訳
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
「
初
日
間
」
に
こ
そ
羅
什
の
加
筆
を
大
き
く
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
が
、
詳

組
は
後
日
を
期
し
た
い
。

(
見
)

『
大
智
度
論
」
と
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
著
者
が
知
人
と
の
平
川
博
士
の
主
張
(
「
十
住
毘
婆
沙
論
の
著
者
に
つ
い
て
」
平
川
彰
著
作
集
第

六
巻
『
初
期
大
乗
と
法
華
思
想
」
所
収
、
春
秋
社
、
一
九
八
九
年
)
に
対
し
、
間
一
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
筆
者
は
若
干
の
相
根
拠

(
『
大
智
度
議
』
が
種
々
に
指
擁
す
る
無
生
法
忍
理
解
を
全
面
的
に
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
が
採
吊
し
て
い
る
こ
と
)
を
「
信
方
便
易
行
に
お
け

る
自
覚
と
証
果
」
(
「
印
仏
研
』
第
四
十
六
巻
第
一
号
、
平
成
九
年
)
に
記
し
、
「
十
住
毘
婆
沙
論
」
が
『
大
智
度
論
」
を
受
け
て
展
開
し
た

思
想
内
容
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
印
嬢
博
士
も
印
顕
本
の
第
二
章
第
七
節
に
再
一
で
あ
る
可
能
性
を
主
張
し
、
平
川
博
士
の
知
人
説
に
反

論
し
て
い
る
。
も
し
「
大
智
度
論
』
の
羅
什
著
者
説
を
主
張
す
る
な
ら
ば
、
『
菩
提
資
糧
議
」
は
も
と
よ
り
『
十
住
毘
婆
沙
論
」
も
羅
什
著

と
し
て
論
ず
る
必
要
が
生
ず
る
。

(
印
)
備
え
ば
、
『
注
維
摩
」
で
の
建
什
の
無
生
法
忍
理
解
は
、
「
有
識
よ
り
己
来
た
未
だ
嘗
て
法
を
見
、
ざ
る
も
、
今
に
於
い
て
始
め
て
能
信
・
能

受
し
、
忍
じ
て
恐
怖
せ
ず
。
安
住
し
不
動
な
る
が
故
に
名
づ
け
て
忍
と
為
す
(
大
正
三
人
・
三
二
九
中
m

j
辺
、
持
四
隷
筆
者
、
以
下
関
隷
)
」

で
あ
号
、
こ
れ
は
『
大
智
度
論
』
の
「
己
に
解
説
を
得
て
、
空
と
非
空
と
、
是
等
の
悉
く
諸
の
戯
論
を
捨
滅
し
、
言
語
の
道
新
え
、
深
く
仏

法
に
入
り
、
心
通
じ
て
無
碍
、
不
動
・
不
退
な
る
を
無
生
忍
と
名
づ
く
(
大
正
二
五
・
九
七
下
l
j
3
)
」
、
「
無
生
法
忍
と
は
、
禁
生
滅
の

諸
法
実
棺
を
信
受
し
通
達
し
無
碍
に
し
て
不
退
な
り
Jo

是
を
無
生
忍
と
名
づ
く
(
関
西
一
七
下
5
1
5
)
」
、
「
安
住
と
は
深
く
入
り
て
通
達

し
、
心
に
著
す
る
所
無
き
が
故
に
疑
を
生
ぜ
ず
、
我
は
是
れ
阿
毘
駿
致
な
る
や
阿
見
抜
致
に
非
ず
や
、
と
(
同
五
七
八
下

2
i
n
)
」
、
「
所

一
切
の
類
協
を
断
じ
、
諸
の
護
想
分
別
を
捻
き
、
無
漏
心
の
中
に
安
住
し
て
一
窃
を
布
施
す
(
詞
六
七
四
下

語
菩
寵
は
無
生
法
忍
を
得
て
、



ロ
j
w
m
)
」
等
か
ら
彰
響
を
受
け
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
大
乗
大
義
章
』
で
の
『
大
智
度
論
」
の
影
響
は
、
例
え
ば
、
羅
什
は

「
天
謀

で
仏
を
見
る
こ
と
も
念
仏
三
昧
で
あ
る
(
大
正
四
五
・
二
二
回
中
忽
;
お
と
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
『
大
智
度
論
」
が
「
般
舟
三
味
経
」

の
説
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
天
眼
を
得
ず
と
難
も
穀
舟
三
味
に
よ
っ
て
十
方
諸
仏
を
見
る
(
大
正
二
二
・
九
O
五
上
お
j
幻
、
取
意
。

ハ
リ
ソ

ン
本
町
民
「

=zN寸
も
同
意
)
」
を
受
け
て
記
す
「
此
の
天
眼
は
不
隠
没
無
記
な
り
。
般
舟
三
味
は
離
欲
人
と
未
離
欲
入
の
両
者
が
得
る
も
の

で
、
天
設
は
離
欲
入
が
得
る
(
大
正
二
五
・
三
O
六
上
回
j

m
、
取
意
)
」
と
い
う
援
味
な
説
明
を
、
強
引
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
他
、

『
慧
遠
研
究
・
遺
文
篇
」
(
説
文
柱
、
尾
和
五
六
年
)
一
一
一
一

j
六
八
頁
で
の
横
超
慧
日
博
士
に
よ
る
註
に
『
大
智
度
議
」
が
詳
し
く
間
引
用
さ

れ

一
目
瞭
然
で
あ
る
。

(
位
)

『
大
智
度
論
」
、
『
大
乗
大
義
章
』
、
『
注
維
産
』
の
年
代
は
、
『
羅
什
』
二
五
八
i
九
頁
を
参
照
。

(
位
)

大
正
三
八
・
三
九
三
上
立
j

n

(
幻
)

大
正
四
五
・
二
一
四
中
2
1
お

(
悦
)

題
知
の
よ
う
に
、
慧
遠
は
白
蓮
社
と
い
う
念
仏
結
社
を
結
び
、
『
般
舟
三
味
経
』
に
基
づ
く
見
仏
往
生
を
顕
い
、
般
舟
三
味
を
実
践
し
た
。

塚
本
善
隆
「
中
国
初
期
仏
教
史
上
に
お
け
る
慧
遠
」
「
慧
遠
研
究
・
研
究
篇
」
六
O
i
七
頁
取
意
、
創
文
社
、
昭
和
五
十
六
年
。

(
伍
)

大
正
西
五
・
二
二
一
出
中

n
i
m

(
侃
)

大
正
四
五
・
二
ニ
囲
下

U
i
m

(
釘
)

大
正
三
人
・
三
九
三
上
国
j

n

(
銘
)

大
正
二
五
-
=
二
西
上
2
1
お

(
旬
)

大
正
三
人
・
三
二
七
中

m
i
幻

(
向
)

大
正
三
八
・
三
三
七
上

m
i
弘
、
取
意
。

『
大
智
震
論
」
の
著
者
誌
や
誌
り
龍
樹
で
誌
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

立ヨ



Summary 

『
大
智
度
論
」

The Authorship of the Mahaprajnaparamitasastra 
Kohgaku Takeda 

の
著
者
は
や
は
り
龍
樹
で
は
な
か
っ
た
の
か
(
武
田
)

Who was the author of the Mahapraj記 paramitasastra大智震論

(T1509)? Traditionally it was believed to be Nagarjunα龍樹， and 

scholars until fairly recently thought that KumanαJwa鳩摩羅什 only

modified the text. Currently， however， the opinion that Kum丘rα'Jwα

was himself the author is gaining ground. This opinion is based 

circumstantial evidence， though， and is not supported by 

evidence. In this paper， 1 would like to go back to the 

and argue that Nagarjμπαwas in fact the 

on 

textusl 

vle双r

any 

ongmal 

evidence. 

There are a number of original ideas in the Sastra， but of these， 

Pratyutpannαbuddhαsαmmukhavasthiasamadhi般舟三味 (Buddhanusm-

rtisamadhi念仏三昧)， in particular， deserves careful attention. The 

author of the Sastra defined this Pr，αtyutpanπαsam長dhias“Upayaプ

Usually Upayα(i.e.， Upaya-kausαlya善巧方便)refers to the 

for Sαttva-paripacanα教化衆生.On the other hand，“Up孟yα"

Pnαtyutpannαsαmadhi in the Sastra) is the presupposition of 

hαusαly仏“Pre-upayα円前方便， as it were. 

This definition in the Sastra matches the description 

Bodhisambharas丘stra菩提資事量論 (T1660)，which has been proven 

be of Nagarjuna's authorship. However， this definition cannot befound 

in books of Kumarajivα(i.e.) the Tchou wei mo kie king注維摩詰経

(T1775) and the Kieou mo lo che fa che tαyL大乗大義章(T1856)).In

addition， the author of the Sastra regarded Praj泌 parαmita般若波

羅審fache as more important than Upaya， whereas Kumar.αjtzlGin 

the Tchou wei mo kie king regarded Upayαas more important 

textual on based author， 

一
呂
田

=
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・
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to 
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Praj克αparamita.

In conclusion， 1 maintain that N丘garjunαwasthe author of Sαstrα 

αnd thαt Kumarajiva only made modifications. 

( 1 ) 


