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漢
訳
﹃
方
便
心
論
﹄
の
金
剛
寺
本
と
興
聖
寺
本
を
め
ぐ
っ
て

室

屋

安

孝

序
『方
便
心
論
﹄
と
は
イ
ン
ド
の
討
論
術
の
伝
統
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
伝
え
て
い
る
小
品

で
︑
医
学
書
﹃
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
﹄
︵
C
arakasam.hitā︶
第
三
巻
第
八
章
の
著
名

な
﹁
論
議
道
﹂
︵
vādam
ārga︶
の
記
述
と
あ
わ
せ
︑
初
期
の
イ
ン
ド
論
理
学
の
形
成
過
程

を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
資
料
と
さ
れ
て
き
た(�
)
︒

『方
便
心
論
﹄
の
原
典
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
︑
散

逸
し
て
お
り
︑
漢
訳
︵
大
正
蔵
一
六
三
二
番
︶
で
し
か
現
存
し
て
い
な
い
︒
イ
ン
ド
側
の
文

献
で
﹃
方
便
心
論
﹄
が
言
及
さ
れ
て
い
る
例
は
こ
れ
ま
で
報
告
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
梵
文
断

片
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
︒
漢
訳
本
は
四
つ
の
章
︵
品
︶
に
分
か
れ
︑
大
正
蔵
本
で
は

﹁
明
造
論
品
第
一
﹂︑﹁
明
負
処
品
第
二
﹂︑﹁
弁
正
論
品
第
三
﹂︑﹁
相
応
品
第
四
﹂
と
題
さ

れ
て
い
る
︒
大
正
蔵
の
本
文
は
標
点
符
号
を
除
き
お
よ
そ
七
四
六
四
文
字
で
︑
お
よ
そ
六

頁
の
分
量
と
な
っ
て
い
る
︒

漢
訳
本
の
原
典
研
究
は
一
九
二
五
年
の
宇
井
伯
寿
氏
︵
一
八
八
二
～
一
九
六
三
︶
に
よ
る

本
文
校
訂
と
書
き
下
し
が
嚆
矢
で
あ
っ
て
︵
以
下
︑
宇
井

1982
(�
)
︶
︑
関
連
す
る
論
理
学
系
の

資
料
と
の
比
較
研
究
を
通
し
て
詳
細
な
解
説
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
︒
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
ト

ゥ
ッ
チ
氏
︵
G
iuseppe
T
ucci,一
八
九
四
～
一
九
八
四
︶
は
︑
宇
井
氏
の
研
究
を
参
照
し
な

が
ら
イ
ン
ド
の
パ
ン
デ
ィ
ッ
ト
の
助
言
の
も
と
一
九
二
九
年
に
漢
訳
本
か
ら
の
還
元
梵
文

を
発
表
し
て
い
る
︵
以
下
︑
T
ucci1981
( 
)
︶
︒
漢
訳
や
日
本
語
を
使
わ
な
い
研
究
者
に
と
っ

て
は
ト
ゥ
ッ
チ
本
が
底
本
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
近
年
で
は
二
〇
〇
六
年
に
石
飛
道
子
氏

が
本
文
全
体
を
再
校
訂
し
︑
邦
訳
に
新
た
な
参
考
資
料
を
も
と
に
し
た
解
題
を
付
し
て
い

る
︵
以
下
︑
石
飛
2006
(#
)

︶
︒
石
飛
本
で
は
﹃
中
華
大
蔵
経
﹄
な
ど
の
刊
本
は
参
照
さ
れ
て
お

ら
ず
︑
本
文
批
判
と
い
う
課
題
は
残
っ
た
ま
ま
と
な
っ
た
︒
本
稿
は
︑
存
在
し
た
で
あ
ろ

う
イ
ン
ド
語
原
典
を
想
定
す
る
作
業
の
土
台
と
な
る
べ
き
漢
訳
本
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
︑

ど
の
よ
う
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
関
心
か
ら
︑
現
存
す
る
日
本
古
写
経
の
う
ち
︑

金
剛
寺
本
に
伝
承
さ
れ
た
本
文
の
分
析
を
目
的
と
し
︑
あ
わ
せ
て
興
聖
寺
本
の
本
文
の
考

察
も
行
い
た
い
︒

『方
便
心
論
﹄
の
漢
訳
本
の
本
文
批
判
と
い
っ
て
も
︑
大
正
蔵
の
汎
用
性
の
高
さ
は
言

う
に
及
ば
ず
︑
そ
れ
以
外
の
対
校
資
料
が
限
ら
れ
て
い
た
た
め
か
︑
宇
井
氏
に
よ
っ
て
校

訂
さ
れ
て
以
来
本
質
的
な
進
展
を
み
な
か
っ
た
︒﹃
方
便
心
論
﹄
に
は
漢
訳
以
外
に
和
漢

撰
述
の
注
釈
書
も
な
く
︑
敦
煌
資
料
︑
房
山
石
経
な
ど
で
の
現
存
も
知
ら
れ
て
い
な
い
︒
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ま
た
﹃
高
麗
大
蔵
経
初
刻
本
輯
刊
﹄
︵
西
南
師
範
大
学
出
版
社
︑
二
〇
一
二
︶
に
よ
っ
て
も

﹃
方
便
心
論
﹄
の
高
麗
版
初
雕
本
︵
一
〇
一
一
～
一
〇
二
九
︶
の
現
存
は
報
告
さ
れ
て
い
な

い($
)

︒
本
文
批
判
を
本
質
的
に
向
上
さ
せ
る
基
礎
資
料
に
欠
け
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え

て
い
た
と
も
い
え
る
︒
現
在
ま
で
の
本
文
批
判
は
た
と
え
ば
宇
井
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う

に
︑﹁
本
文
は
縮
刷
蔵
経
の
上
欄
に
於
け
る
宋
元
明
麗
四
本
対
校
と
鉄
眼
版
と
に
よ
つ
て

意
味
の
通
ず
る
文
字
を
採
用
し
た
﹂︵
宇
井

1982：
476︶
と
す
る
折
衷
主
義
︵
eclecti-

cism
︶
︑
近
年
の
石
飛
氏
︵
2006：
38︶
の
よ
う
に
︑
校
訂
に
は
大
正
蔵
の
本
文
を
底
本
と

す
る
と
宣
言
し
︑
注
で
大
正
蔵
に
あ
げ
ら
れ
た
異
文
を
と
り
あ
げ
吟
味
す
る
︵﹁
異
読
が
あ

る
と
き
は
︑
原
則
的
に
底
本
に
従
う
︒
底
本
に
従
わ
な
い
読
み
を
採
る
と
き
の
み
根
拠
を
示
す
﹂︶

と
す
る
底
本
複
写
主
義
︵
copy
text︶
を
と
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
︒
石
飛
氏
は
︑
大

正
蔵
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
︑
底
本
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
大
日
本

校
訂
大
蔵
経
︑
い
わ
ゆ
る
縮
刷
蔵
経
と
高
麗
大
蔵
経
も
参
照
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
︑
現

在
入
手
が
比
較
的
容
易
と
な
っ
て
お
り
︑
本
文
批
評
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
金
蔵
広
勝

寺
本
︵
山
西
省
趙
城
県
︶
や
︑﹁
平
江
府
磧
砂
延
聖
院
版
大
蔵
経
﹂
は
参
照
し
て
い
な
い
︒

石
飛
氏
の
実
際
の
校
訂
を
み
る
と
︑
大
正
蔵
の
本
文
で
意
味
が
と
お
る
と
し
て
大
正
蔵
に

し
た
が
い
︑
宇
井
氏
や
梶
山
氏
な
ど
に
支
持
さ
れ
た
異
文
を
退
け
て
い
る
︒
大
正
蔵
の
本

文
を
却
下
し
異
文
を
採
用
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
筆
者
が
気
づ
い
た
限
り
二
例
に
と
ど
ま
る

︵
四
三
頁
注
一
に
お
い
て
宇
井
氏
の
校
訂
に
従
い
﹁
明
本
﹂
を
採
用
し
て
い
る
︒
他
方
は
以
下
︑
第

七
節
を
参
照
︶
︒
大
正
蔵
の
誤
植
や
高
麗
蔵
再
雕
本
の
本
文
の
対
校
漏
れ
︵
そ
れ
ぞ
れ
一
例
︑

T
32/26c26-27
の
校
勘
注
と

T
32/28a28︶
は
︑
大
正
蔵
の
ま
ま
で
注
記
し
て
い
な
い
︵
石

飛

2006：
152,n.2,157︶
︒

こ
の
よ
う
な
中
︑
近
年
﹃
方
便
心
論
﹄
を
め
ぐ
る
本
文
批
判
に
大
き
な
展
開
が
あ
っ
た
︒

国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
で
は
二
〇
一
〇
年
四
月
よ
り
天
野
山
金
剛
寺
所
蔵
の
﹃
方
便
心

論
﹄
写
本
を
閲
覧
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
が
開
始
さ
れ
︑
ま
た
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー
タ
か
ら
の
プ
リ
ン

ト
ア
ウ
ト
に
よ
る
複
写
も
入
手
可
能
と
な
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学

学
長
・
教
授
の
落
合
俊
典
先
生
の
ご
厚
情
に
よ
り
︑
円
通
山
興
聖
寺
所
蔵
の
古
写
経
を
閲

覧
す
る
機
会
が
え
ら
れ
た
︒
筆
者
の
知
る
限
り
︑
金
剛
寺
本
・
興
聖
寺
本
を
は
じ
め
と
す

る
日
本
古
写
経
は
﹃
方
便
心
論
﹄
の
研
究
で
は
こ
れ
ま
で
利
用
さ
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
大

正
蔵
の
提
示
す
る
﹃
方
便
心
論
﹄
の
本
文
と
︑
す
で
に
利
用
可
能
と
な
っ
て
久
し
い
趙
城

金
蔵
版
や
磧
砂
版
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
︑
と
い
う
系
統
学
的
な
議
論
も
な

さ
れ
て
い
な
い
︒
以
下
の
考
察
は
︑
日
本
古
写
経
の
う
ち
金
剛
寺
本
と
興
聖
寺
本
の
ほ
か
︑

大
正
蔵
本
︑
そ
の
底
本
と
な
っ
た
高
麗
再
雕
本
︑
金
蔵
版
︑
磧
砂
版
の
対
校
に
基
づ
い
て

い
る
︒
本
稿
で
は
金
剛
寺
本
と
諸
本
と
の
関
係
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
︑
漢
訳
本
の
本
文

伝
承
を
評
価
す
る
た
め
に
い
く
つ
か
の
事
例
を
提
示
し
︑
系
統
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
考

察
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
く
︒

一

系
統
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ

系
統
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
本
文
校
訂
に
比
較
的
大
き
な
効
果
を
及
ぼ
す
の
は
︑
対
校
本

全
体
が
一
つ
の
祖
本
に
遡
り
う
る
こ
と
を
前
提
と
し
︑
祖
本
︵
archetype︶
の
直
下
に
あ

る
対
校
本
グ
ル
ー
プ
﹁
低
位
祖
本
﹂︵
hyparchetype
に
対
す
る
仮
の
訳
語
︶
が
複
数
あ
る

場
合
︑
そ
れ
ら
か
ら
み
て
祖
本
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
を
推
定
で
き

る
場
合
で
あ
る
︒
一
般
に
大
正
蔵
で
は
経
典
に
よ
っ
て
資
料
状
況
が
ま
っ
た
く
異
な
り
︑

房
山
石
経
や
敦
煌
文
書
︑
奈
良
写
経
を
利
用
で
き
て
も
祖
本
の
位
置
が
明
確
で
な
か
っ
た

り
︑
祖
本
が
複
数
想
定
さ
れ
た
り
し
て
系
統
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
適
用
で
き
な
い
場
合
も

あ
る
だ
ろ
う
が
︑﹃
方
便
心
論
﹄
の
本
文
は
伝
承
の
揺
れ
具
合
の
振
幅
度
が
低
く
︑
祖
本
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の
位
置
も
不
明
瞭
で
は
な
く
︑
系
統
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
一
定
の
効
果
を
発
揮
す
る
と
考

え
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
漢
訳
本
の
本
文
は
︑︵
一
︶
日
本
古
写
経
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
写

本
系
︑︵
二
︶
大
正
蔵
に
収
載
さ
れ
て
い
る
高
麗
再
雕
本
を
は
じ
め
と
す
る
刊
本
系
の
大

き
く
二
種
類
の
系
統
に
分
岐
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る(2
)

︒
刊
本
系
は
さ
ら
に
︑︵
二
Ａ
︶

高
麗
再
雕
本
と
金
蔵
版
か
ら
再
建
さ
れ
る
北
宋
勅
版
の
開
宝
蔵
の
本
文
︑︵
二
Ｂ
︶
磧
砂

蔵
︑
大
正
蔵
の
校
勘
か
ら
知
ら
れ
る
宋
・
元
・
明
本
︑
宮
内
庁
本
か
ら
再
建
さ
れ
る
江
南

系
︵
あ
る
い
は
宋
本
系
︶
諸
蔵
の
系
統
と
い
う
二
つ
に
分
岐
で
き
る
︒
そ
の
場
合
︑
祖
本

の
位
置
は
写
本
系
と
刊
本
系
の
間
の
い
ず
れ
か
の
場
所
に
あ
た
る
だ
ろ
う
が
︑
そ
の
判
断

に
は
検
証
が
必
要
と
な
る
︒

刊
本
系
諸
本
に
属
さ
な
い
日
本
古
写
経
の
よ
う
な
写
本
を
用
い
る
際
の
最
大
の
利
点
は
︑

い
わ
ゆ
る
﹁
外
群
比
較
法
﹂
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹁
外
群
比
較
法
﹂

︵
outgroup
com
parison
︶
と
は
進
化
生
物
学
な
ど
に
お
け
る
系
統
解
析
で
一
般
的
に
用
い

ら
れ
て
い
る
方
法
で
︑
進
化
の
方
向
性
︵
極
性

polarity
︶
を
推
定
す
る
た
め
に
︵
決
定
で

は
な
い
︶
用
い
ら
れ
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
あ
る
分
類
単
位
︵
分
類
群

taxon
︶
Ｘ
が
︑
系

統
的
に
単
一
と
み
な
し
う
る
そ
れ
以
外
の
内
群
︵
ingroup
︶
と
な
る
生
物
群
に
属
さ
な
い

と
い
う
条
件
下
で
︑
内
群
の
中
の
あ
る
形
質
︵
character︶
Ａ
に
お
け
る
形
質
状
態

︵
character
state︶
ａ
が
分
類
単
位
Ｘ
に
も
み
ら
れ
る
場
合
︑
そ
の
形
質
状
態
ａ
を
原
始

形
質
prim
itive
(祖
先
形
質
的
plesiom
orphic)
と
想
定
し
︑
共
有
さ
れ
て
い
な
い
形
質
状

態
ｂ
な
ど
を
派
生
形
質

derivative
(子
孫
形
質
的

apom
orphic)
と
推
定
す
る
こ
と
が
で

き
る(5
)

︒
写
本
系
統
学
︵
stem
m
atics,stem
m
atology
︶
の
場
合
は
︑
生
物
体
系
学
で
い
う

﹁
分
類
単
位
﹂
︵
taxon
︶
が
個
々
の
写
本
・
刊
本
に
相
当
し
︑﹁
形
質
﹂
と
は
本
文
の
あ
る

特
定
の
箇
所
︑﹁
形
質
状
態
﹂
と
は
そ
の
箇
所
に
お
け
る
個
々
の
異
文
に
相
当
す
る
︒﹃
方

便
心
論
﹄
の
場
合
で
い
え
ば
︑
金
剛
寺
本
と
あ
る
特
定
の
刊
本
︵
群
︶
の
本
文
が
一
致
す

れ
ば
︑
そ
の
よ
う
な
共
通
本
文
は
祖
本
に
︵
相
対
的
に
︶
近
い
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ

と
が
こ
の
外
群
比
較
法
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
推
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

写
本
系
資
料
が
な
く
外
群
比
較
の
で
き
な
い
状
況
下
で
は
︑
高
麗
蔵
と
金
蔵
版
の
一
致

に
よ
っ
て
開
宝
蔵
系
の
本
文
を
推
定
で
き
︑
開
元
寺
版
︵
い
わ
ゆ
る
宮
本
あ
る
い
は
旧
宋

本
︶
と
思
渓
蔵
版
系
︵
宋
・
元
・
明
の
三
本
︶
が
一
致
す
る
場
合
に
︵
大
正
蔵
の
校
注
で
は
三

三
例
に
の
ぼ
る
︶
︑
外
的
典
拠
︵
externalevidence︶
と
な
る
引
用
な
ど
の
証
拠
資
料
︵
tes-

tim
onium
/testim
onia︶
が
存
在
し
な
い
か
ぎ
り
︑
批
評
家
は
い
ず
れ
の
系
統
を
選
択
す

る
か
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
の
状
況
で
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
︑
日
本
古
写
経
の
う

ち
写
本
系
本
文
を
維
持
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
も
の
︵﹃
方
便
心
論
﹄
で
は
金
剛
寺
本
︶

が
あ
っ
て
︑
そ
れ
を
外
群
と
み
な
し
う
る
場
合
に
は
︑
そ
の
本
文
と
一
致
す
る
刊
本

︵
群
︶
の
本
文
の
方
が
祖
本
に
近
い
可
能
性
が
高
い
と
推
定
す
る
の
が
外
群
比
較
法
に
も

と
づ
く
判
断
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
た
だ
し
︑
こ
こ
で
い
う
祖
本
と
は
写
本
伝
承
の
あ
る

段
階
で
の
資
料
の
状
態
を
さ
し
︑
現
存
資
料
か
ら
遡
る
こ
と
の
で
き
る
状
態
に
限
定
さ
れ

て
い
る
︒﹃
方
便
心
論
﹄
の
漢
訳
原
本
は
散
逸
し
て
い
る
の
で
︑
現
存
資
料
か
ら
再
建
さ

れ
る
本
文
は
原
本
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
原
本
に
近
い
が
同
様
に
散
逸
し
た
仮
説
上
の
伝

本
の
状
態
に
と
ど
ま
る
︒
翻
訳
が
完
成
し
た
段
階
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
正
本
の
状
態
を
再
建

す
る
に
は
さ
ら
に
文
献
学
的
な
検
証
が
必
要
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

日
本
古
写
経
以
外
に
磧
砂
版
を
使
用
す
る
利
点
は
︑
低
位
祖
本
の
推
定
に
有
力
な
根
拠

を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
︒﹃
方
便
心
論
﹄
の
場
合
︑
大
正
蔵
に
記
録
さ
れ
て
い
る
校
異
は

全
部
で
五
〇
例
あ
る
が
︑
福
州
開
元
寺
版
で
あ
る
﹁
宮
本
﹂
と
思
渓
蔵
系
で
あ
る
﹁
宋
・

元
・
明
三
本
﹂
の
両
方
に
共
通
の
異
文
が
あ
る
と
き
に
︑
そ
れ
は
江
南
諸
蔵
系
本
文
と
み

な
し
う
る
︒
こ
れ
ら
四
本
の
刊
本
の
原
典
を
直
接
精
査
で
き
な
い
読
者
は
︑
磧
砂
版
を
用

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
判
断
に
傍
証
を
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
﹁
元
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本
﹂
で
あ
る
普
寧
蔵
や
﹁
明
本
﹂
で
あ
る
嘉
興
蔵
に
固
有
の
逸
脱
が
あ
る
場
合
に
︑
宮
本

と
宋
本
︑
磧
砂
蔵
本
が
一
致
す
れ
ば
︑
元
あ
る
い
は
明
の
本
文
は
二
次
的
に
発
生
し
た
も

の
だ
と
み
な
し
う
る
︒
あ
る
い
は
趙
城
金
蔵
の
校
勘
記
に
記
さ
れ
た
対
校
情
報
は
思
渓
資

福
蔵
︵
宋
本
︶
か
ら
清
本
に
至
る
諸
本
の
異
文
を
記
録
し
て
い
る
の
で
︑
利
用
価
値
が
き

わ
め
て
高
い
︒
た
だ
し
︑
大
正
蔵
の
宮
本
に
あ
た
る
開
元
寺
版
は
対
校
さ
れ
て
い
な
い
︒

﹃
方
便
心
論
﹄
の
場
合
は
︑
金
蔵
校
勘
記
に
記
録
さ
れ
る
磧
砂
版
の
異
文
は
筆
者
に
よ
る

磧
砂
版
の
対
校
と
多
く
一
致
し
た
︒

金
蔵
版
を
使
用
す
る
利
点
は
麗
本
の
再
評
価
に
あ
る
︒
大
正
蔵
の
本
文
で
あ
る
高
麗
再

雕
本
の
本
文
が
江
南
諸
蔵
系
本
文
と
異
な
る
か
あ
る
い
は
一
致
し
て
い
る
場
合
に
︑
そ
れ

が
開
宝
蔵
系
の
本
文
と
し
て
異
な
っ
て
い
る
の
か
︑
あ
る
い
は
一
致
し
て
い
る
の
か
︑
大

正
蔵
だ
け
か
ら
で
は
判
断
で
き
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
高
麗
再
雕
本
に
は
開
宝
蔵
系
の
本

文
で
は
な
く
︑
江
南
諸
蔵
系
本
文
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
事
例
︵
一
六
例
︶
が
見
受
け

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︵
以
下
︑
第
四
節
︵
一
︶

﹁
混
態
が
疑
わ
れ
る
例
﹂︶
︒
そ
こ
で
金
蔵
本

3b

と
対
校
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
高
麗
再
雕
本
と
金
蔵
本
が
一
致
す
る
場
合
に
は
そ
の
共
通

本
文
が
両
者
の
共
通
祖
先
で
あ
る
開
宝
蔵
の
本
文
で
あ
る
と
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

ま
た
﹃
方
便
心
論
﹄
の
場
合
は
日
本
古
写
経
の
一
つ
興
聖
寺
本
が
開
宝
蔵
系
本
文
を
示
し

て
い
る
の
で
︵
第
四
節
︵
一
︶

︶
︑
高
麗
再
雕
本
と
金
蔵
本
が
一
致
し
な
い
場
合
で
あ
っ

1a

て
も
︵
同
︑

・

︶
︑
興
聖
寺
本
と
一
致
す
る
方
を
開
宝
蔵
系
本
文
と
判
断
す
る
こ
と
が

1b

1d

可
能
と
な
る
︒

仮
に
開
宝
蔵
系
に
属
す
る
第
三
の
資
料
が
利
用
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑
金
蔵
本
が

高
麗
再
雕
本
と
一
致
し
な
い
場
合
に
︑
い
ず
れ
か
が
金
剛
寺
本
と
一
致
す
る
場
合
︑
高
麗

再
雕
本
の
み
の
逸
脱
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
は
開
宝
蔵
の
本
文
に
は
な
く
︑
高
麗
再
雕
本
の
段

階
か
初
雕
本
の
段
階
で
生
じ
た
高
麗
蔵
に
由
来
す
る
独
自
異
文
︑
あ
る
い
は
金
蔵
の
独
自

異
文
と
推
定
で
き
る
︒
ま
た
金
剛
寺
本
と
金
蔵
本
が
一
致
し
︑
高
麗
再
雕
本
が
江
南
諸
蔵

系
本
文
と
一
致
す
る
場
合
に
は
︑
高
麗
再
雕
本
に
混
態
の
可
能
性
が
あ
る
と
推
定
す
る
こ

と
も
で
き
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
日
本
古
写
経
︑
金
蔵
版
︑
磧
砂
版
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
上
に

述
べ
た
本
文
伝
承
の
分
析
過
程
で
頻
繁
に
み
ら
れ
る
﹁
二
者
択
一
﹂
の
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る

場
合
に
︑
系
統
学
的
な
観
点
か
ら
一
定
レ
ベ
ル
の
客
観
的
指
針
を
た
て
︑
い
ず
れ
か
一
方

の
系
統
を
古
形
と
み
な
し
た
り
︑
低
位
祖
本
を
再
建
し
た
り
す
る
判
断
に
あ
る
程
度
の
蓋

然
性
を
も
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
︒

二

金
剛
寺
本

大
阪
府
河
内
長
野
市
に
あ
る
真
言
宗
御
室
派
の
天
野
山
金
剛
寺
の
所
蔵
す
る
古
写
本
一

切
経
に
は
︑
大
正
蔵
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
刊
本
系
本
文
と
は
異
な
る
系
統
に
属
し
︑
奈
良

写
経
の
い
わ
ゆ
る
写
本
系
本
文
を
伝
承
す
る
も
の
の
あ
る
こ
と
が
多
く
の
事
例
で
確
認
さ

れ
て
い
る
︒
金
剛
寺
一
切
経
は
他
の
日
本
古
写
経
と
同
様
﹃
貞
元
録
﹄
に
も
と
づ
い
た
構

成
を
も
ち
︑
同
経
録
に
認
定
さ
れ
る
五
三
五
一
巻
一
二
〇
六
部
の
う
ち
い
ま
な
お
四
千
数

百
巻
の
経
巻
を
伝
え
る
重
要
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る(8
)

︒
書
写
年
代
の
最
も
古
い
も
の
は

承
暦
三
年
︵
一
〇
七
九
︶
の
﹃
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
﹄
巻
四
百
で
︑
最
盛
期
は
嘉
禎
年
間

︵
一
二
三
五
～
一
二
三
七
︶
を
中
心
と
す
る
鎌
倉
時
代
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る(9
)

︒

金
剛
寺
本
﹃
方
便
心
論
﹄
の
場
合
は
︑
そ
の
本
文
は
刊
本
系
に
比
べ
て
異
な
っ
た
伝
承

と
は
言
え
な
い
ま
で
も
︑
刊
刻
大
蔵
経
の
個
々
の
系
統
を
特
徴
づ
け
る
一
定
の
逸
脱
パ
タ

ー
ン
︵
結
合
的
異
文
︶
を
示
し
て
い
な
い
︒
第
六
節
で
考
察
す
る
よ
う
に
︑
と
り
わ
け
巻

首
の
内
題
に
続
い
て
訳
年
・
撰
者
・
訳
者
名
を
挙
げ
る
箇
所
で
は
︑
筆
者
が
現
在
確
認
し
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え
た
か
ぎ
り
︑
金
剛
寺
本
は
﹃
出
三
蔵
記
集
﹄
な
ど
の
経
録
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
う
る
訳

経
年
代
を
伝
え
る
唯
一
の
資
料
で
あ
り
︑
そ
れ
に
続
く
訳
者
等
の
記
述
は
刊
本
や
経
録
に

は
み
ら
れ
な
い
情
報
を
示
し
て
い
る
︒

左
記
の
金
剛
寺
本
の
書
誌
情
報
は
︑
落
合
俊
典
氏
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
﹃
金
剛
寺
一

切
経
の
総
合
的
研
究
と
金
剛
寺
聖
教
の
基
礎
的
研
究

研
究
成
果
報
告
書
︽
第
二
分
冊
︾﹄

︵
平
成
一
五
～
一
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
報
告
書
︑
二
〇
〇
七
年
︑
二
三
八
頁
︶
に

よ
る
︒
七
寺
蔵
﹃
貞
元
新
定
釋
教
目
録
﹄
巻
第
二
九
・
入
蔵
録
上
で
は
七
四
六
番
に
あ
た

る(
)

︒
10

[撰
者
・
訳
者
名
﹈
後
魏
延
興
年
吉
迦
夜
共
曇
曜
等
於
洛
陽
譯(
)
11

[外
題
﹈
方
便
心
論
經
一
卷

[内
題
﹈
方
便
心
論

明
造
論
品
第
一
﹇
尾
題
﹈
方
便
心
論
經
一
卷

[形
態
・
装
訂
﹈
写
本
︵
巻
子
本
︶﹇
表
紙
﹈
あ
り

[紐
﹈
一
部
あ
り
﹇
軸
﹈
な
し

[紙
質
﹈
紙
本
墨
書
﹇
時
代
﹈
鎌
倉
中
期

[紙
数
﹈
一
六
﹇
行
数
﹈
二
九

[字
数
﹈
概
し
て
一
七
︵
一
六
︑
一
八
文
字
の
場
合
も
あ
る(
)
︶
12

[紙
高
﹈
二
五
・
七
㎝
﹇
紙
幅
﹈
五
一
・
八
㎝

[界
高
﹈
一
九
・
八
㎝
﹇
界
幅
﹈
一
・
八
㎝

[天
界
﹈
三
・
七
㎝
﹇
地
界
﹈
三
・
二
㎝

[訓
点
﹈
な
し
﹇
印
記
﹈
な
し

[奥
書
﹈
一
校
了

表
紙
に
は
﹁
経
／
丗
八
／

﹂
と
い
う
整
理
番
号
の
シ
ー
ル
が
ふ
さ
れ
て
い
る
︒
本
文

66

は
一
六
紙
か
ら
な
り
︑
四
四
五
行
に
わ
た
っ
て
書
写
さ
れ
て
い
る
︒
本
文
部
分
は
同
筆
で
︑

校
正
を
担
当
し
た
写
経
生
は
別
筆
と
み
ら
れ
︑
修
正
︑
加
筆
な
ど
が
多
く
記
入
さ
れ
て
い

る
︒
全
体
に
わ
た
っ
て
蟲
損
︑
破
損
︑
シ
ミ
な
ど
が
多
く
︑
文
字
の
一
部
あ
る
い
は
全
体

が
喪
失
し
て
い
る
場
合
も
僅
か
な
が
ら
あ
る
︒
筆
者
は
︑
落
合
俊
典
先
生
と
日
本
古
写
経

研
究
所
の
ご
厚
情
に
よ
り
二
〇
一
三
年
五
月
一
九
日
に
金
剛
寺
本
を
実
見
す
る
貴
重
な
機

会
を
得
た
が
︑
校
合
は
主
に
︑
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
の
図
書
館
で
提
供
さ
れ
た
カ
ラ

ー
印
刷
に
も
と
づ
い
て
い
る
︒

三

興
聖
寺
本

京
都
市
上
京
区
の
臨
済
宗
興
聖
寺
派
の
本
山
円
通
山
興
聖
寺
に
も
﹃
方
便
心
論
﹄
写
本

が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
同
写
本
に
つ
い
て
の
詳
細
な
報
告
は
別
稿
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
︑
永
万
二
年
︵
一
一
六
六
︶
の
識
語
か
ら
平
安
末
の
院
政
期
に
書
写
さ
れ
た
こ
と

が
知
ら
れ
︑
本
来
は
︑
丹
波
国
桑
田
郡
小
川
郷
︵
現
在
の
亀
岡
市
︶
に
あ
っ
た
と
い
う
西

楽
寺
で
勧
進
書
写
さ
れ
た
一
切
経
に
属
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る(
)
︒
同
写
本
は
一
巻
の
折

13

本
で
︑
表
紙
の
題
僉
に
は
本
文
と
は
別
筆
で
﹁
方
便
心
論
一
巻
﹂
と
記
さ
れ
て
お
り
︑

﹁
興
聖
寺
一
切
経
／

／
馨
／
8
﹂
と
い
う
整
理
番
号
の
ラ
ベ
ル
が
ふ
さ
れ
て
い
る
︒
内

568

題
は
﹁
方
便
心
論
﹂︑
尾
題
は
﹁
方
便
心
論
一
卷
﹂
で
あ
り
︑
紙
本
墨
書
︑
本
文
は
一
八

紙
︑
一
紙
あ
た
り
二
九
行
︵
二
七
︑
二
八
行
も
あ
る
︶
︑
一
行
あ
た
り
一
七
字
︵
一
三
字
あ
る

い
は
二
一
字
の
場
合
も
あ
る
︶
︑
一
筆
で
あ
る
︒
奥
書
に
は
﹁
永
万
二
年
︿
才
次
丙
戊
﹀
八

月
十
三
日
求
法
沙
門
珎
盛
書

財
田
成
澤
分
﹂
と
あ
る
︒

興
聖
寺
本
の
書
写
年
代
は
金
剛
寺
本
よ
り
古
い
も
の
の
︑
そ
の
本
文
は
金
剛
寺
本
と
同

類
の
写
本
系
に
属
し
て
い
な
い
︒
む
し
ろ
開
宝
蔵
系
の
刊
本
の
特
徴
を
示
し
て
お
り
︑
楊

婷
婷
氏
の
分
類
す
る
﹁
刊
記
も
千
字
文
も
無
い
経
巻
﹂
に
属
し
て
い
る
こ
と
に
な
る(
)

︒
藍

14
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本
の
特
定
は
で
き
な
い
が
︑
高
麗
蔵
再
雕
本
や
趙
城
金
蔵
本
の
い
ず
れ
の
誤
り
も
継
承
し

て
い
な
い
こ
と
か
ら
︑
開
宝
蔵
か
高
麗
初
雕
本
か
ら
の
転
写
本
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
︒

四

対
校
資
料
と
略
号

金
剛
寺
本
︵
略
号
は
﹁
剛
﹂︶
と
興
聖
寺
本
︵﹁
興
﹂︶
以
外
に
本
稿
で
使
用
す
る
一
次
資

料
と
そ
の
略
号
は
以
下
と
な
っ
て
い
る
︒

｢大
﹂
＝
﹃
大
正
新
脩
大
蔵
経
﹄
︵
大
正
一
切
経
刊
行
会
︶
︑
第
一
六
三
二
番
︑
第
三
二

巻
︵
二
三
中
袞
二
八
下
︑
一
九
二
五
年
一
一
月
一
五
日
発
行
︶
所
収
の
本
文
︒

｢宮
﹂
＝
﹁
大
﹂
校
異
注
よ
り
転
載
︒
底
本
は
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
福
州
開
元
寺
版
︒

｢宋
﹂
＝
﹁
大
﹂
校
異
注
よ
り
転
載
︒
底
本
は
芝
増
上
寺
所
蔵
の
思
渓
資
福
蔵
本
︒

｢元
﹂
＝
﹁
大
﹂
校
異
注
よ
り
転
載
︒
底
本
は
芝
増
上
寺
所
蔵
の
普
寧
蔵
本
︒

｢明
﹂
＝
﹁
大
﹂
校
異
注
よ
り
転
載
︒
底
本
は
芝
増
上
寺
所
蔵
の
嘉
興
蔵
本
︒

｢麗
﹂
＝
高
麗
蔵
再
雕
本
︑﹁
盡
﹂
函
︒﹃
高
麗
大
蔵
経
﹄
︵
東
国
大
学
訳
経
院
︑
一
九
七

五
年
︶
第
六
二
七
番
︑
第
一
七
巻
︵
七
四
五
上
袞
七
五
三
上
︑
全
二
五
張
︑﹁
癸

卯
歲
高
麗
國
大
藏
都
監
奉
勅
彫
造
﹂
の
刊
記
あ
り
︶
所
収
の
本
文
︒

｢金
﹂
＝
趙
城
金
蔵
広
勝
寺
本
︑
盡
字
号
︒﹃
中
華
大
蔵
経
︵
漢
文
部
分
︶
﹄
︵
中
華
書
局

出
版
︑
一
九
八
七
年
︶
第
六
七
六
番
︑
第
三
〇
巻
︵
九
六
六
中
袞
九
七
四
中
︑

全
二
五
張
︶
所
収
の
本
文
︒
校
勘
記
は
九
七
四
下
袞
九
七
六
下
で
︑﹁
資

︵
＝
宋
本
︑
思
渓
版
︶
﹂﹁
普
︵
＝
元
本
︑
普
寧
寺
版
︶
﹂﹁
徑
︵
＝
径
山
蔵
︑
明
本
︑

万
暦
版
︶
﹂﹁
磧
︵
＝
磧
砂
版
︶
﹂﹁
南
︵
＝
洪
武
南
蔵
︶
﹂﹁
清
︵
＝
乾
隆
版
︶
﹂
の

情
報
を
含
む
︒

｢磧
﹂
＝
宋
磧
砂
蔵
本
︑﹁
命
七
﹂︒﹃
影
印
宋
磧
砂
蔵
経
﹄
︵
影
印
宋
版
蔵
経
会
︑
一
九

三
四
～
一
九
三
六
︶
︑
第
二
五
六
冊
︵
四
二
右
袞
四
九
右
︑
音
釈
四
九
右
袞
同
左
︶

に
基
づ
く
︒

(一
︶
対
校
結
果

筆
者
は
︑
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
高
麗
蔵
再
雕
本
︑
金
蔵
本
︵
校
勘
記
を
含
む
︶
︑
磧
砂
蔵

本
︑
金
剛
寺
本
と
の
対
校
を
終
え
て
い
る
︒
大
正
蔵
の
校
勘
記
は
五
一
の
見
出
し
︵
lem
-

m
a/lem
m
ata︶
を
も
っ
て
い
る
が
︑
そ
れ
以
外
に
︑
金
剛
寺
写
本
か
ら
の
異
文
は
お
よ

そ
一
〇
〇
例
︑
金
蔵
本
か
ら
七
二
例
︑
磧
砂
版
か
ら
は
六
四
例
を
記
録
し
て
い
る
︵
こ
れ

は
最
終
的
な
数
字
で
は
な
い
︶
︒
校
異
は
異
体
字
の
情
報
を
含
ん
で
お
り
︑
そ
の
一
部
に
は

将
来
的
に
削
除
・
無
視
し
て
か
ま
わ
な
い
も
の
も
あ
る
︒
興
聖
寺
本
の
対
校
の
詳
細
な
分

析
と
報
告
は
別
の
機
会
を
俟
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
異
文
の
分
類
に
は
大
正
蔵
の
本
文

を
正
文
と
仮
定
し
て
︑
そ
れ
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
を
異
文
と
み
な
し
暫
定
的
な
判
断
を
提

示
し
て
い
る
︒
補
遺
に
あ
げ
た
異
文
の
一
覧
表
は
︑
本
稿
執
筆
時
点
で
の
校
異
か
ら
一
〇

二
の
見
出
し
を
選
び
出
し
︑
各
本
の
異
文
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
見
出
し
の
選
択
に

は
資
料
間
の
系
統
関
係
を
把
握
す
る
の
に
適
切
だ
と
み
な
し
う
る
も
の
を
重
視
し
︑
指
示

的
異
文
︵
indicative
variants︶
と
判
断
し
う
る
も
の
か
ら
︑
結
合
的
異
文
︵
conjunctive

variants
あ
る
い
は
共
通
異
文
︶
と
分
離
的
異
文
︵
separative
variants
あ
る
い
は
独
自
異
文
︶

を
あ
げ
て
い
る(
)

︒
金
剛
寺
本
に
み
ら
れ
る
明
ら
か
に
偶
発
的
過
誤
︵
accidentalerrors︶

15

と
み
な
し
う
る
誤
写
も
多
く
は
除
外
し
て
い
る
︒
興
聖
寺
本
の
偶
発
的
過
誤
も
原
則
と
し

て
報
告
し
て
い
な
い
︒
な
お
︑
異
文
の
分
類
は
筆
者
の
現
時
点
で
の
知
見
に
も
と
づ
く
異

文
の
分
散
状
態
か
ら
み
た
予
想
で
あ
り
推
測
に
す
ぎ
ず
︑
こ
れ
以
外
の
分
類
の
可
能
性
を

排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
最
終
的
な
判
断
は
広
範
な
資
料
分
析
や
本
文
批
評
家
の
手
に

（ 18 ）



ゆ
だ
ね
ら
れ
て
お
り
︑
そ
こ
に
判
断
の
多
様
性
が
期
待
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
こ
と
を

付
言
し
て
お
き
た
い
︒
系
統
学
的
な
分
析
は
決
し
て
排
除
的
︑
普
遍
的
な
適
用
を
標
榜
す

る
方
法
論
で
は
な
く
︑
本
文
批
評
家
の
描
く
一
つ
の
シ
ナ
リ
オ
を
あ
く
ま
で
も
可
能
性
と

し
て
提
供
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
過
ぎ
な
い
︒
諸
本
の
関
係
を
図
示
す
る
系
統
樹
も
そ
の
よ

う
な
一
つ
の
シ
ナ
リ
オ
を
視
覚
化
し
た
も
の
と
み
な
し
う
る
︒
前
述
の
よ
う
に
︑﹃
方
便

心
論
﹄
は
系
統
樹
の
構
成
や
︑
そ
れ
の
背
景
と
な
る
系
統
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
な
テ

ク
ス
ト
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
︒
以
上
の
前
提
に
よ
っ
て
︑
大
正
蔵
の
本
文
を
基
点
と

し
た
異
同
の
分
析
結
果
を
要
約
す
る
と
次
の
リ
ス
ト
の
よ
う
に
な
る
︵
数
字
は
大
正
蔵
第

三
二
巻
の
頁
数
︶
︒

�

結
合
的
異
文

ａ

興
聖
寺
本
︑
麗
本
︑
金
蔵
本
：
24b7,24b14,24b22
(剛
),25b4,26a25,

26a25
(a),26c3
(剛
)

ｂ

興
聖
寺
︑
金
蔵
本
︵
麗
本
を
除
く
︶：
23b19,23c2
(剛
),23c3
(剛
),24a24

(剛
),24c20,25a9
(a)
(剛
),25b7
(剛
),25b18
(剛
と
宮
),25b26,26c12,

26c22
(剛
),26c23,27b18,27b18
(a),27b19,27c7,27c28
(剛(
))
16

ｃ

麗
本
︑
金
蔵
本
︵
興
を
除
く
︶：
24a14

ｄ

興
聖
寺
本
︑
麗
本
︵
金
を
除
く
︶：
26a20-21,28c9-10
(修
正
後
の
興
)

ｅ

磧
砂
蔵
本
︑
宮
本
︑
宋
・
元
・
明
の
三
本
：
23b4,23b5,23c4
(
),23c18
(
),

17

18

23c21-22
(
),24a23,24a24,24b28,26a16,26b16,26b20,26c13,27a19

19

(剛
),
27a28
(修
正
後
の
剛
),
27b25,
27c5,
27c7,
27c15-16,
27c26,

27c29,28a8,28a27,28b18
(剛
),28b24-25,28c9-10
(剛
と
金
),28c17

ｆ

磧
砂
蔵
本
︑
宮
本
︑
宋
・
元
の
二
本
︵
明
を
除
く
︶：
23b5
(a),26a29,

27a5,27c8

ｇ

磧
砂
蔵
本
︑
宋
・
元
・
明
の
三
本
︵
宮
本
を
除
く
︶：
25b13
(興
),27a19-

20,28b12
(金
)

ｈ

磧
砂
蔵
本
︑
元
・
明
の
二
本
︵
宮
本
︑
宋
本
を
除
く
︶：
23b12

ｉ

金
剛
寺
本
︑
宮
本
：
25a23
(興
の
注
),25b6
(興
),26b5-6
(磧
)

�

分
離
的
異
文

ａ

金
剛
寺
本
：
24a13,24a15,24a16
(
),24a26
(
),24c1

(興
),24c12,24c13,

20

21

25a4,25a11-12
(興
),25b20,26a5,26c29,27a28,27b18
(a),28a28-

29,28b1,28b6,28c17

ｂ

興
聖
寺
本
：
23c11,25b13
(磧
︑
三
本
),28c9-10

ｃ

麗
本
：
23c15,28a28-29,28c9-10

ｄ

金
蔵
本
：
23c11,
25a29,
25b28,
26a2,
26a15,
26b9,
28a24,
28b6,

28c14-15

ｅ

磧
砂
蔵
本
：
25a29,28a8-9,28a29,28c12

ｆ

宮
本
：
23b23,23b24,25c10,28b10

ｇ

明
本
：
23b13,23b20,25a16,25a20

 

混
態
が
疑
わ
れ
る
例

ａ

興
聖
寺
本
：
24a14
(剛
),24c1
(剛
),25a11-12
(剛
),25c23
(剛
と
宮
),

25b6
(剛
と
宮
),27b19
(﹁
皆
﹂),27c27-28
(剛
)

ｂ

麗
本
：
23b19,23c2,24a24,24c20,25a9
(a),25b7,25b18
(三
本
と
磧
),

25b26,26c12,26c22,26c23,27b18,27b18
(a),27b19,27c7
(剛
),

27c28

ｃ

金
蔵
：
26a20-21,28b12
(磧
︑
宮
・
三
本
),28c9-10

ｄ

明
本
：
23b5
(a),26a29,27a5,27c8

（ 19 ）



#

大
正
蔵
の
校
勘
に
な
い
異
文
︑
異
体
字
︑
あ
る
い
は
誤
記
：
23c3
(麗
︑
磧
︑

宮
),24c28
(磧
と
宮
),25b4
(興
︑
麗
︑
金
の
㝡
と
最
),26a5
(磧
と
宮
),26b5-6

(磧
と
宮
),27c26-27
(磧
︑
宮
︑
金
蔵
校
勘
記
),28a28-29
(麗
の
大
と
火
)

以
下
で
は
右
記
の
う
ち

23b5
(作
者
の
言
及
の
有
無
︑﹁
西
域
三
蔵
﹂
の
言
及
の
有
無
︶
︑

24a24
(﹁
無
漏
差
﹂︶
︑
25a9
(a︶
︵﹁
鑚
燧
﹂︶
︑
27a19
(﹁
渧
数
﹂︶
を
考
察
す
る
︒

五

金
剛
寺
本
の
示
す
唐
代
写
経
の
痕
跡

唐
・
西
明
寺
の
慧
琳
︵
七
三
七
～
八
三
〇
︶
の
﹃
一
切
経
音
義
﹄
︵
大
正
蔵
二
一
二
八
番
︑

七
八
三
～
八
〇
七
年
あ
る
い
は
七
八
八
～
八
一
〇
年
成
立(
)

︶
に
は
︑
音
義
で
引
用
さ
れ
る
対
象

22

語
句
の
字
形
・
文
言
が
刊
本
系
経
典
の
本
文
と
一
致
し
な
い
事
例
が
み
ら
れ
る
︒
慧
琳
音

義
は
唐
の
都
長
安
で
認
定
さ
れ
て
い
た
八
〇
〇
年
ご
ろ
の
本
文
の
状
態
を
伝
え
る
と
み
な

さ
れ
て
お
り
︑
本
文
批
判
で
は
重
要
な
証
拠
資
料
︵
testim
onium
︶
と
し
て
扱
わ
れ
る
︒

慧
琳
が
と
り
あ
げ
た
﹃
方
便
心
論
﹄
の
音
義
︵
T
54/638b13＝
642b9：
方
便
心
論
一
巻
︶

で
も
そ
の
よ
う
な
逸
脱
が
み
ら
れ
る
︒﹃
一
切
経
音
義
﹄
巻
五
〇
か
ら
の
全
七
例

︵
T
54/642b10-19︶
を
次
の
一
覧
表
に
し
め
す
︒

慧
琳
音
義
と
大
正
蔵
の
本
文
は
基
本
的
に
一
致
し
て
お
り
︑
狭
義
の
異
文
と
呼
べ
る
も

の
は
な
く
︑
二
箇
所
で
の
相
違
︵
總
と
摠
︑
觸
と
亜
︶
は
広
義
の
異
体
字
と
理
解
す
べ
き

も
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
写
本
や
刊
本
と
の
重
要
な
相
違
は
︑
四
番
目
に
あ
げ
ら
れ
る
﹁
鑚

燧
﹂
で
金
剛
寺
本
︑
興
聖
寺
本
︑
金
蔵
が
し
め
す
異
体
字
で
あ
り
︑
特
に
﹁
鑚
﹂
の
字
に

つ
い
て
の
慧
琳
に
よ
る
注
記
は
考
察
に
値
す
る
︵
T
54/642b15-16︶
︒

鑚
燧
︿
上
祖
官
反
︒﹃
顧
野
王
﹄
云
︑
鑚
猶
鐫
也
︑
鑿
也
︒﹃
説
文
﹄
穿
也
︑
⑴
從
金

賛
聲
也
︒
下
隨
悴
反
︒﹃
杜
注
左
傳
﹄
云
︑
取
火
具
也
︑﹃
説
文
﹄
從
火
遂
聲
︒
⑵
經

從
手
作
攅
︑
非
也
︒〉

慧
琳
は
こ
こ
で
﹃
玉
篇
﹄
の
撰
者
顧
野
王
や
︑﹃
説
文
解
字
﹄︑
杜
預
に
よ
る
﹃
春
秋
経

伝
集
解
﹄
を
使
用
し
て
語
義
を
精
査
す
る
︒
そ
の
う
ち
﹁
鑚
﹂
︵
正
字
体
﹁
鑽
﹂︶
の
字
に

つ
い
て
︑
下
線
部
⑴
で
は
大
正
蔵
と
同
じ
﹁
鑚
﹂
を
正
字
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
下

線
部
⑵
で
は
︑
自
ら
が
参
照
し
た
経
典
の
写
本
で
は
﹁
攅
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
正
字
で
は

な
い
︵﹁
非
也
﹂︶
と
評
し
て
い
る
︒
慧
琳
の
閲
覧
し
た
写
本
の
﹁
攅
﹂
の
字
が
金
剛
寺
本
︑

興
聖
寺
本
︑
金
蔵
本
に
の
み
見
ら
れ
る
字
体
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
と
︑
こ
の
字
は
唐

（ 20 ）

別
の
本
文

刊
本
･写
本
の
本
文

慧
琳
音
義
で
の

見
出
し

大
正
蔵
で
の
音
義

の
相
当
箇
所

大
正
蔵
の
箇
所

(23c3︶

表
�

一
切
経
音
義
に
お
け
る
方
便
心
論
の
音
義

稊
稗

稊
稗

(23b28︶

穐
諦
︵
麗
︶
︑

揔
諦
︵
磧
︶

挨
諦
︵
剛
︑
興
︶
︑

茜
諦
︵
金
︶

摠
諦

總
諦

亜
故

觸
故

(26a18︶

滴
︵
剛
︑
磧
︑
宮
︑

宋
︑
元
︑
明
︶

渧
數

渧
數

(27a19︶

沙
礫

沙
礫

(24b22︶

攅
︵
剛
︑
興
︑
金
︶

鑚
燧

鑚
燧

(25a9︶

見
杌

見
杌

(25b7︶



代
の
長
安
写
経
に
ま
で
遡
り
う
る
古
形
で
あ
る
こ
と
が
強
く
示
唆
さ
れ
る(
)

︒
そ
の
場
合
︑

23

興
聖
寺
本
と
金
蔵
本
の
一
致
は
開
宝
蔵
の
本
文
を
継
承
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
︑
麗
本
や

江
南
諸
蔵
系
の
現
行
の
本
文
の
﹁
鑚
﹂
は
慧
琳
に
よ
る
訂
正
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
後
に

修
正
さ
れ
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

第
5
番
目
の
﹁
渧
數
﹂
︵︹
海
水
の
︺
渧
の
数
︶
は
﹃
方
便
心
論
﹄
第
三
章
﹁
正
し
い
論

理
の
弁
別
﹂
︵
弁
正
論
品
第
三
︶
に
み
ら
れ
る
表
現
で
あ
る(
)

︒
慧
琳
に
よ
る
音
義
は
﹁
上
沍

24

弟
反
︒﹃
考
聲
﹄
云
︑
水
滴
也
︑﹃
通
俗
文
﹄
娃
渧
︑
亦
零
滴
也
︑
從
水
從
帝
﹂︵
T
54/

642b19︶
と
な
っ
て
お
り
︑
慧
琳
の
参
照
し
た
写
本
で
の
文
字
の
異
同
を
注
記
し
て
い
な

い
の
で
︑
開
宝
蔵
系
本
文
と
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る(
)
︒﹁
渧
﹂
は
﹁
滴
﹂
の

25

俗
字
で
あ
る
が
︑
金
剛
寺
本
は
江
南
諸
蔵
系
版
本
と
同
様
に
﹁
滴
﹂
に
作
っ
て
お
り
︑
外

群
比
較
法
に
も
と
づ
く
系
統
学
的
判
断
と
し
て
は
︑
後
者
の
方
が
慧
琳
の
時
代
よ
り
前
の

古
形
で
あ
る
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
る
︒

六

金
剛
寺
本
の
訳
年
・
訳
者
等
の
情
報

先
に
触
れ
た
よ
う
に
︑
金
剛
寺
本
で
も
っ
と
も
注
目
に
値
す
る
の
は
︑
内
題
の
下
に
記

さ
れ
た
訳
者
等
に
関
す
る
三
つ
の
情
報
で
あ
る
︵
そ
の
本
文
は
第
二
節
の
書
誌
情
報
で
引
用

し
た
︶
︒
ま
ず
第
一
に
金
剛
寺
本
は
訳
経
年
を
﹁
後
魏
延
興
年
﹂
と
し
て
北
魏
の
延
興
年

間
︵
四
七
一
～
四
七
六
年
︶
で
あ
っ
た
こ
と
︑
第
二
に
翻
訳
者
と
し
て
﹁
吉
迦
夜
共
曇
曜

等
﹂
と
し
︑
吉
迦
夜
と
曇
曜
の
二
人
以
外
に
複
数
の
翻
訳
者
の
い
た
こ
と
︑
第
三
に
﹁
於

洛
陽
譯
﹂
と
し
︑
翻
訳
は
洛
陽
で
な
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
︒
あ
ら
た
め
て
金
剛
寺

本
・
興
聖
寺
本
と
刊
刻
版
大
蔵
経
と
の
異
同
を
五
つ
の
部
分
に
分
け
て
し
め
す
と
次
の
表

の
よ
う
に
な
る
︒

こ
の
表
で
類
型
と
し
て
示
し
た
よ
う
に
︑﹃
方
便
心
論
﹄
の
訳
者
等
の
記
述
は
細
か
く

は
四
種
に
分
類
で
き
る
だ
ろ
う
が
︑
実
質
的
に
は
金
剛
寺
本
の
タ
イ
プ
﹁
Ａ
型
﹂︑
興
聖

寺
本
︑
麗
本
及
び
金
蔵
本
に
共
通
の
開
宝
蔵
に
さ
か
の
ぼ
る
タ
イ
プ
﹁
Ｂ
型
﹂︑
そ
し
て

宮
本
を
は
じ
め
と
す
る
江
南
諸
蔵
系
諸
本
の
タ
イ
プ
﹁
Ｃ
型
﹂
の
三
種
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
︒
明
本
は
麗
本
な
ど
に
よ
っ
て
﹁
建
興
年
﹂
を
削
除
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
︑

混
態
を
し
め
し
て
い
る
︒

全
体
の
異
同
を
金
剛
寺
本
の
視
点
か
ら
ま
と
め
る
と
次
の
こ
と
が
言
え
る
︒
金
剛
寺
本

に
作
者
の
指
定
は
な
く
︑
開
宝
蔵
系
の
Ｂ
型
と
一
致
し
︑
龍
樹
造
と
す
る
Ｃ
型
に
反
す
る
︒

金
剛
寺
本
は
翻
訳
年
代
を
﹁
延
興
年
﹂
と
し
︑
経
録
に
傍
証
さ
れ
る
元
号
を
正
確
に
あ
げ

る
唯
一
の
資
料
で
あ
る
︒
形
式
と
し
て
は
Ｃ
型
に
一
致
す
る
︒
た
だ
し
︑
翻
訳
年
は
経
録

と
は
異
な
り
︑
延
興
年
間
の
不
特
定
の
期
間
で
あ
っ
て
︑﹃
出
三
蔵
記
集
﹄
の
よ
う
な
第

二
年
︵
四
七
二
︶
で
な
い
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
︒
翻
訳
者
に
つ
い
て
金
剛
寺
本
は
Ｃ

型
に
一
致
す
る
︒
開
宝
蔵
系
版
本
が
吉
迦
夜
の
み
を
あ
げ
る
こ
と
は
特
殊
で
あ
り
古
形
と

み
な
す
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
︒
た
だ
金
剛
寺
本
の
よ
う
に
吉
迦
夜
と
曇
曜
以
外
に
複
数

を
認
め
る
記
述
は
他
の
タ
イ
プ
に
は
な
い
︒
金
剛
寺
本
で
の
翻
訳
地
は
﹁
洛
陽
﹂
で
あ
っ

て
︑
こ
れ
も
他
の
タ
イ
プ
に
は
な
い
新
規
情
報
と
な
る
︒

（ 21 ）

譯 譯

翻
訳
者

翻
訳
年

作
者

写
本
お
よ
び
刊
本

型

於
洛
陽

翻
訳
地

Ｂ

吉
迦
夜
與
曇
曜

後
魏
建
興
年

龍
樹
菩
薩
造

宮
︑
宋
︑
元
︑
磧

Ｃ

吉
迦
夜
與
曇
曜

後
魏

龍
樹
菩
薩
造

明

Ｃʻ

譯 譯

表
�

巻
首
情
報
の
比
較

吉
迦
夜
共
曇
曜
等

後
魏
延
興
年

剛

Ａ

西
域
三
蔵
吉
迦
夜

後
魏

大
︑
興
︑
麗
︑
金



(一
︶﹁
外
群
﹂
と
し
て
の
金
剛
寺
本
の
系
統

先
行
研
究
で
は
︑
明
本
を
除
く
江
南
諸
蔵
系
の
刊
刻
大
蔵
経
で
巻
首
に
あ
げ
ら
れ
て
い

た
﹁
建
興
年
﹂
︵
複
数
の
候
補
が
あ
る
が
︑
多
く
は
四
〇
〇
年
以
前
︶
と
い
う
年
代
は
︑
梁
・

僧
祐
︵
四
四
五
～
五
一
八
︶
撰
の
﹃
出
三
蔵
記
集
﹄
︵
大
正
蔵
二
一
四
五
番
︶
巻
二
の
記
述
に

基
づ
い
て
間
違
い
と
さ
れ
て
き
た
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
北
魏
︵
後
魏
︑
元
魏
︶
の
延
興
二

年
︵
四
七
二
︶
に
西
域
僧
の
吉
迦
夜
が
曇
曜
と
共
に
翻
訳
し(
)

︑
そ
れ
を
劉
孝
標
︵
四
六
二
～

26

五
二
一
︶
が
筆
受
し
た
と
い
う(
)
︒
翻
訳
者
は
︑
開
宝
蔵
系
版
本
が
曇
曜
の
名
を
排
除
し
て

27

い
た
り
︑
江
南
諸
蔵
系
で
は
両
者
に
よ
る
訳
出
と
さ
れ
た
り
し
た
が
︑﹃
出
三
蔵
記
集
﹄

な
ど
の
記
述
に
よ
っ
て
後
者
が
正
し
い
と
看
做
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
金
剛
寺
本
は
ど
ち

ら
の
場
合
も
経
録
な
ど
で
知
ら
れ
る
記
述
を
保
持
し
て
お
り
︑
系
統
学
的
観
点
か
ら
み
る

と
︑
金
剛
寺
本
が
刊
本
の
二
大
系
統
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
こ
と
︑
そ
し
て
刊
本
系
全

体
を
低
位
祖
本
︵
hyparchetype︶
と
す
る
一
群
︵
内
群
︶
の
外
側
に
位
置
す
る
こ
と
︑
す

な
わ
ち
﹁
外
群
﹂
に
属
す
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
︒

撰
者
の
僧
祐
は
︑
翻
訳
地
の
﹁
北
国
﹂
に
つ
い
て
特
定
し
て
い
な
い
︒
注
目
す
べ
き
は

三
部
の
経
典
が
ま
だ
﹁
京
都
﹂︑
す
な
わ
ち
南
朝
梁
の
首
都
建
康
︵
現
在
の
江
蘇
省
南
京
︶

に
も
た
ら
さ
れ
て
い
な
い
︑
同
地
の
寺
院
の
書
庫
︵
経
蔵(
)

︶
に
入
蔵
さ
れ
て
い
な
い
と
し

28

て
欠
本
扱
い
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
︑
こ
の
こ
と
は
﹃
出
三
蔵
記
集
﹄
の
情
報
の
信
頼

性
を
必
ず
し
も
問
題
な
し
と
は
し
な
い
こ
と
に
な
る
︒

金
剛
寺
本
に
記
載
さ
れ
る
二
名
以
外
の
複
数
の
翻
訳
者
を
支
持
す
る
記
述
︵﹁
等
﹂︶
と

翻
訳
地
︵﹁
洛
陽
﹂︶
に
つ
い
て
の
情
報
を
充
分
に
正
当
化
す
る
経
録
側
の
資
料
は
こ
れ
ま

で
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
︒
延
興
年
間
と
い
え
ば
︑
北
魏
の
第
七
代
孝
文
帝
︵
四

六
七
年
生
ま
れ
︑
在
位
は
四
七
一
～
四
九
九
︶
が
幼
少
の
頃
で
︑
当
時
の
都
城
は
平
城
︵
現
在

の
山
西
省
大
同
市
︶
に
あ
っ
た
︒
洛
陽
へ
の
遷
都
は
太
和
十
八
年
︵
四
九
四
︶
で
あ
る
︒
金

剛
寺
本
の
伝
承
に
し
た
が
う
な
ら
ば
︑﹃
方
便
心
論
﹄
は
遷
都
さ
れ
る
以
前
の
洛
陽
で
翻

訳
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
︑
真
偽
は
明
ら
か
で
な
い
︒
塚
本
善
隆
氏
に
よ
る
と
︑
曇
曜
と

い
え
ば
北
魏
の
仏
教
復
興
期
に
多
面
的
に
活
躍
し
た
人
物
で
︑
高
宗
の
和
平
元
年
︵
四
六

〇
︶
に
第
二
代
沙
門
統
と
な
り
︑
遅
く
と
も
太
和
元
年
︵
四
七
七
︶
か
太
和
三
年
︵
四
七

九
︶
ま
で
は
活
躍
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る(
)

︒
興
味
深
い
こ
と
に
︑﹃
魏
書
﹄
の
﹃
釈
老

29

志
﹄
に
よ
れ
ば
曇
曜
は
十
四
部
の
経
典
を
新
た
に
訳
出
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る(
)

︒
30

曇
曜
又
與
天
竺
沙
門
常
那
邪
舍
等
︑
譯
出
新
經
十
四
部
︒

又
有
沙
門
道
進
・
僧
超
・
法
存
等
︑
並
有
名
於
時
︑
演
唱
諸
異
︒

『釈
老
志
﹄
は
こ
こ
で
︑
曇
曜
が
一
四
部
の
経
典
を
訳
出
し
た
の
は
天
竺
沙
門
﹁
常
那

邪
舎
﹂
と
そ
れ
以
外
︵﹁
等
﹂︶
の
も
の
た
ち
と
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
録
し
て
お
り
︑
金
剛

寺
本
の
記
述
を
想
起
さ
せ
る
︒
塚
本
氏
は
こ
の
﹁
常
那
邪
舎
﹂
が
誰
で
あ
っ
た
の
か
未
詳

で
あ
る
と
し
て
お
り
︑
塚
本
氏
の
翻
訳
を
英
訳
し
て
い
る
レ
オ
ン
・
ハ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
氏

︵
Leon
H
urvitz︶
も
同
様
に
未
詳
と
し
て
い
る
が
︑
後
者
は
そ
の
名
前
を
﹁
Jñānaya
śas

(*dž’i

̆

ang-na-ya-ši

̆

a︶
﹂
と
還
元
し
て
い
る(
)

︒
塚
本
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
﹁
常
那
邪
舎
﹂
と

31

吉
迦
夜
を
結
び
つ
け
る
資
料
は
知
ら
れ
て
い
な
い
︒
曇
曜
が
複
数
の
イ
ン
ド
系
訳
経
僧
と

仕
事
を
し
た
か
ど
う
か
も
確
認
で
き
な
い
︒

(二
︶
作
品
の
成
立
と
著
者
問
題

（ 22 ）



金
剛
寺
本
は
﹃
方
便
心
論
﹄
の
著
者
を
特
定
し
て
い
な
か
っ
た
が
︑﹃
方
便
心
論
﹄
研

究
で
最
も
紛
糾
し
て
い
る
テ
ー
マ
の
一
つ
に
著
者
問
題
が
あ
る
︒
こ
れ
は
宇
井
︵
1982：

475︶
に
﹁
此
論
は
宋
版
大
蔵
経
以
来
龍
樹
の
著
書
と
な
し
︑
麗
蔵
に
至
つ
て
著
者
不
明

と
せ
ら
れ
て
居
る
が
︑
予
は
既
に
宋
版
の
説
の
全
く
誤
で
信
ず
る
に
足
ら
な
い
こ
と
を
明

に
し
得
た
と
信
ず
る
か
ら
︑
此
論
は
つ
ま
り
龍
樹
以
前
に
小
乗
仏
教
を
奉
ず
る
或
者
の
手

に
な
つ
た
も
の
で
あ
る
と
考
へ
る
﹂
と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
︒
こ
の
繰
り
返

し
援
用
さ
れ
る
有
名
な
一
文
に
表
明
さ
れ
た
﹃
方
便
心
論
﹄
著
者
の
小
乗
仏
教
徒
説
︑
あ

る
い
は
龍
樹
説
を
否
定
す
る
立
場
は
︑
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
リ
ン
ト
ナ
ー
氏
︵
C
hristian

Lindtner︶
︑
沈
剣
英
氏
な
ど
一
定
の
支
持
者
を
集
め
て
い
る(
)
︒
そ
の
一
方
で
︑
梶
山
雄
一

32

氏
は
﹃
方
便
心
論
﹄
第
四
章
︵
相
応
品
︶
な
ど
に
龍
樹
の
作
品
に
み
ら
れ
る
帰
謬
論
証

︵
prasan.ga︶
を
同
定
し
︑﹁
反
論
理
学
書
﹂
と
い
う
性
格
づ
け
を
与
え
︑
龍
樹
説
を
実
証

的
に
提
唱
し
た(
)

︒
龍
樹
説
に
続
い
て
い
る
の
は
︑
市
村
承
秉
氏
︑
鄭
偉
宏
氏
︑
石
飛
道
子

33

氏
︵
た
だ
し
校
訂
本
文
と
し
て
は
認
め
て
い
な
い
︶
な
ど
で
あ
る(
)

︒
著
者
を
小
乗
教
徒
か
大

34

乗
教
徒
か
に
峻
別
す
る
こ
と
に
懐
疑
的
で
あ
り
︑
梶
山
氏
の
解
釈
に
批
判
的
で
龍
樹
説
を

否
定
す
る
の
は
ス
ン
・
ヨ
ン
・
カ
ン
氏
︵
Sung
Y
ong
K
ang
︶
で
あ
る(
)
︒
木
村
俊
彦
氏
は

35

﹃
成
実
論
﹄
の
訶
梨
跋
摩
︵
H
arivarm
an
︶
系
あ
る
い
は
経
量
部
系
の
著
者
で
あ
る
と
す

る(
)

︒
近
年
の
欧
米
の
研
究
で
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
ブ
レ
ン
ダ
ン
・
ギ
ロ
ン
氏
︵
B
rendan

36G
illon
︶
と
ヴ
ァ
ン
サ
ン
・
エ
ル
チ
ン
ガ
ー
氏
︵
V
incent
E
ltschinger︶
の
分
析
で
あ
る
︒

ギ
ロ
ン
氏
は
龍
樹
説
を
否
定
す
る
先
行
研
究
を
紹
介
し
﹃
方
便
心
論
﹄
編
集
説
に
言
及
す

る
が
︑
中
立
的
な
立
場
を
維
持
し
て
作
者
不
詳
と
し
て
い
る(
)

︒
エ
ル
チ
ン
ガ
ー
氏
は
︑
龍

37

樹
に
帰
せ
ら
れ
る
偽
作
︵﹃
広
破
論
﹄
V
aidalyaprakaran.a︶
や
提
婆
︵
Ā
ryadeva︶
に
帰

せ
ら
れ
る
偽
作
群
︵﹃
百
論
﹄﹃
百
字
論
﹄
な
ど
︶
と
同
様
に
︑
遅
く
と
も
紀
元
後
四
世
紀
頃

ま
で
に
成
立
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
解
を
表
明
し
て
い
る(
)

︒
ま
た
同
氏
は
︑﹃
方
便
心

38

論
﹄
に
特
定
の
部
派
・
学
派
に
帰
属
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
は
な
い
と
述
べ
て
い
る(
)

︒
39

『方
便
心
論
﹄
の
作
者
問
題
は
多
極
化
の
傾
向
を
強
め
て
い
る
の
が
現
状
と
い
え
よ
う
︒

上
に
述
べ
た
作
者
を
め
ぐ
る
議
論
は
作
品
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
論
証
学
を
ど
の
よ
う
に
評

価
す
る
の
か
と
い
う
テ
ク
ス
ト
解
釈
と
評
価
の
問
題
︑
ま
た
﹃
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ

ー
﹄
な
ど
の
初
期
の
論
証
学
の
記
述
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
分
析
す
る
の
か
と
い
う
歴

史
的
評
価
に
関
わ
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
も
そ
も
龍
樹
作
か
ど
う
か
と
い
う
高
等
批
評

に
か
か
わ
る
議
論
の
喚
起
さ
れ
る
背
景
に
は
︑
宇
井
氏
の
指
摘
の
あ
と
等
閑
に
ふ
さ
れ
て

い
る
側
面
︑
す
な
わ
ち
漢
訳
﹃
方
便
心
論
﹄
の
基
礎
研
究
に
か
か
わ
る
別
の
側
面
が
あ
る
︒

北
宋
勅
版
と
し
て
蜀
地
益
州
で
開
版
さ
れ
た
開
宝
蔵
の
系
統
の
刊
本
で
は
作
者
は
特
定
さ

れ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
︑
江
南
諸
蔵
系
統
の
刊
本
で
は
龍
樹
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
︒
実

際
の
作
者
問
題
の
議
論
で
龍
樹
作
を
支
持
す
る
研
究
者
は
︑
後
者
の
江
南
諸
蔵
系
の
伝
承

︵
上
記
第
六
節
表
�
の
タ
イ
プ
Ｃ
︶
が
正
し
い
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
に
な
る(
)

︒
こ
れ
は
系

40

統
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
い
え
ば
︑
伝
承
が
二
極
化
し
て
い
る
場
合
に
は
ど
ち
ら
が
オ
リ

ジ
ナ
ル
な
の
か
を
決
定
す
る
要
素
が
ほ
か
に
な
け
れ
ば
︑
相
互
に
等
し
い
ウ
ェ
イ
ト
が
置

か
れ
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
︒
で
は
そ
の
ジ
レ
ン
マ

は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
解
決
で
き
る
の
か
︒

近
年
の
原
典
研
究
に
お
け
る
著
者
問
題
に
は
さ
ら
に
新
た
な
展
開
が
み
ら
れ
る
︒
上
に

触
れ
た
ギ
ロ
ン
氏
は
︑
漢
訳
本
が
複
数
の
作
品
を
編
集
︵
com
pilation
︶
し
て
成
立
し
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
を
述
べ
て
い
る
︒
複
数
の
作
品
を
編
集
し
た
も
の
と
理
解
す

る
こ
と
で
︑
作
品
の
中
に
あ
る
多
く
の
変
則
性
︵
anom
aly
︶
が
説
明
可
能
に
な
る
と
い

っ
て
い
る(
)

︒
も
し
ギ
ロ
ン
氏
の
い
う
よ
う
に
﹃
方
便
心
論
﹄
が
複
数
の
作
品
を
編
集
し
た

41

も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
作
品
内
部
に
複
数
の
著
者
に
よ
る
複
数
の
作
品
を
想
定
し
て

別
々
の
部
分
を
判
別
し
て
い
く
作
業
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
そ
こ
で
想
定
さ
れ
る

（ 23 ）



作
品
内
部
の
個
別
の
作
品
・
部
分
が
す
べ
て
イ
ン
ド
で
成
立
し
た
の
か
︑
あ
る
い
は
中
国

成
立
の
作
品
・
部
分
も
含
ま
れ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
疑
問
も
同
時
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
︒
そ
の
場
合
︑
船
山
徹
氏
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
漢
訳
仏
典
の
三
分
類

︵
漢
訳
経
典
︑
編
輯
経
典
︑
偽
作
経
典
︶
と
い
う
視
点
に
も
と
づ
く
判
定
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
︒
ギ
ロ
ン
氏
の
見
解
に
基
づ
け
ば
︑﹃
方
便
心
論
﹄
は
羅
什
訳
の
﹃
大
智
度
論
﹄

や
﹃
成
実
論
﹄
の
よ
う
な
中
国
編
輯
経
典
の
う
ち
﹁
ジ
ャ
ン
ル
⑺
そ
の
他
︵
中
国
で
編
輯

し
た
教
理
学
書
︶
﹂
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が(
)

︑
残
念
な
が
ら
ギ
ロ
ン
氏

42

は
そ
れ
を
判
定
す
る
資
料
と
な
る
変
則
性
の
具
体
的
事
例
を
挙
げ
て
い
な
い
︒

漢
訳
本
﹃
方
便
心
論
﹄
の
原
型
は
現
存
の
も
の
と
異
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
指
摘
は
︑﹃
国
訳
一
切
経
﹄
所
収
の
訓
読
・
注
記
を
お
こ
な
っ
た
飯
田
順
雄
氏
の
指
摘

と
も
関
連
さ
せ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
︵
以
下
︑
飯
田

1940
(
)

︶
︒
飯
田
氏
は
︑﹃
方
便
心

43

論
﹄
の
イ
ン
ド
語
の
原
典
に
あ
っ
た
註
釈
が
漢
文
本
文
に
誤
っ
て
挿
入
さ
れ
て
し
ま
っ
た

か
︑
翻
訳
者
の
加
え
た
注
記
が
伝
承
の
過
程
で
本
文
に
混
入
し
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒

(三
︶
金
剛
寺
本
の
情
報
の
引
用

本
邦
撰
述
の
文
献
の
う
ち
珍
海
︵
一
〇
九
一
～
一
一
五
二
︶
の
﹃
三
論
名
教
抄
﹄
︵
大
正

蔵
二
三
〇
六
番
︶
に
金
剛
寺
本
の
情
報
と
同
一
の
記
述
が
み
ら
れ
る
︵
T
70/830a25-26：

﹁
因
明
論
者
︑
如
龍
樹
菩
薩
所
造
﹃
方
便
心
論
﹄︒
此
論
一
卷
︑
復
魏
吉
迦
夜
共
曇
曜
等
於
洛
陽
譯
﹂

﹇
対
応
箇
所
は
下
線
部
︑
た
だ
し
﹁
復
﹂
は
﹁
後
﹂
の
誤
記
﹈︶
︒
し
た
が
っ
て
︑
遅
く
と
も
平

安
時
代
後
期
に
は
金
剛
寺
本
の
記
述
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒
珍
海
と
は

平
安
時
代
末
期
に
東
大
寺
な
ど
で
活
躍
し
た
三
論
宗
の
学
僧
で
︑﹃
因
明
大
疏
四
種
相
違

抄
﹄︵
大
正
蔵
二
二
八
〇
番
︶
な
ど
の
因
明
研
究
の
著
作
で
も
知
ら
れ
て
い
る(
)

︒
珍
海
は

44

﹃
三
論
名
教
抄
﹄
巻
一
五
の
第
六
科
﹁
五
明
処
義
﹂
す
な
わ
ち
五
つ
の
学
問
分
野
の
解
説

で
︑﹁
因
明
論
﹂
の
作
品
と
し
て
﹃
方
便
心
論
﹄
を
あ
げ
て
お
り
︑
そ
れ
に
続
い
て
同
書

の
三
箇
所
か
ら
本
文
を
引
用
し
て
い
る
︵
T
70/830a26-b22＝
﹃
方
便
心
論
﹄
T
32/23c5-16,

24c9-13,24c15-19︶
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
珍
海
は
二
度
に
わ
た
っ
て
﹃
方
便
心
論
﹄
が
龍
樹
作
で
あ
る
こ
と
を

書
き
添
え
て
お
り
︑
そ
れ
は
金
剛
寺
本
の
記
述
に
な
く
︑
興
味
深
い
︒
と
い
う
の
も
︑
珍

海
は
別
の
作
品
﹃
三
論
玄
疏
文
義
要
﹄︵
大
正
蔵
二
二
九
九
番
︶
巻
二
で
﹁
中
論
﹂
の
意
味

︵
中
論
義
︶
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
り
︑
そ
こ
で
も
﹃
十
住
論
﹄
や
﹃
荘
厳
仏
道
論
﹄
に

続
け
て
﹃
方
便
心
論
﹄
を
龍
樹
の
作
品
と
し
て
あ
げ
て
い
る
︵
T
70/220a11-20︶
︒﹃
荘
厳

仏
道
論
﹄
と
は
鳩
摩
羅
什
訳
﹃
龍
樹
菩
薩
伝
﹄
︵
大
正
蔵
二
〇
四
七
番
︶
で
龍
樹
の
著
作
と

し
て
あ
げ
ら
れ
る
作
品
で
あ
り
︵
T
50/184c17-21︶
︑
珍
海
が
﹃
荘
厳
仏
道
論
﹄
に
続
い

て
あ
げ
る
﹃
方
便
心
論
﹄
は
︑
羅
什
訳
﹃
龍
樹
菩
薩
伝
﹄
で
は
﹃
大
慈
方
便
論
﹄
の
位
置

に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
一
般
に
﹃
荘
厳
仏
道
論
﹄
と
﹃
大
慈
方
便
論
﹄
と
は

﹃
龍
樹
菩
薩
伝
﹄
に
お
い
て
﹃
中
論
﹄
な
ど
と
並
び
称
さ
れ
る
作
品
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る

が
︑
現
在
知
ら
れ
る
ど
の
作
品
に
相
当
す
る
の
か
知
ら
れ
て
い
な
い(
)

︒
吉
迦
夜
・
曇
曜
訳

45

﹃
付
法
蔵
因
縁
伝
﹄
巻
九
の
龍
樹
伝
に
も
﹃
大
慈
方
便
﹄
と
し
て
み
え
る(
)

︒
以
上
の
こ
と

46

か
ら
︑
珍
海
が
﹃
方
便
心
論
﹄
を
龍
樹
作
と
み
な
す
と
き
︑
そ
の
典
拠
と
し
て
﹃
龍
樹
菩

薩
伝
﹄
な
ど
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
﹃
大
慈
方
便
論
﹄
に
同
定
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
︒珍

海
の
記
述
と
の
関
連
で
注
記
し
た
い
の
は
︑
唐
代
華
厳
宗
の
第
三
祖
と
し
て
名
高
い

賢
首
大
師
法
蔵
︵
六
四
三
～
七
一
二
︶
の
記
述
で
あ
る
︒
法
蔵
に
は
龍
樹
に
帰
せ
ら
れ
る

﹃
十
二
門
論
﹄
へ
の
注
釈
書
﹃
十
二
門
論
宗
致
義
記
﹄
︵
大
正
蔵
一
八
二
六
番
︶
が
あ
り
︑

（ 24 ）



そ
こ
で
法
蔵
は
﹃
方
便
心
論
﹄
を
龍
樹
作
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
筆
者
が
現
在
知

り
え
る
限
り
︑﹃
方
便
心
論
﹄
を
龍
樹
作
で
あ
る
と
し
た
お
そ
ら
く
最
初
期
の
事
例
で
あ

る
︒
法
蔵
は
︑﹁︵
論
証
式
に
よ
る
︶
標
示
と
考
量
に
よ
る
論
破
﹂
︵
標
量
破
︶
の
方
法
・
規

則
を
述
べ
る
経
典
︵
儀
軌
︶
に
﹃
方
便
心
論
﹄
と
﹃
廻
諍
論
﹄
︵
大
正
蔵
一
六
三
一
番
︶
を

龍
樹
作
と
し
て
あ
げ
︑
世
親
作
と
し
て
は
﹃
如
実
論
﹄
︵
大
正
蔵
一
六
三
三
番
︶
を
あ
げ
て

い
る(
)

︒﹃
如
実
論
﹄
は
︑﹃
方
便
心
論
﹄
と
同
様
本
文
伝
承
に
問
題
が
あ
り
︑
刊
刻
大
蔵
経

47

の
二
つ
の
系
統
で
作
者
の
記
載
が
二
分
し
て
い
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
︒
開
宝
蔵
の

系
統
は
作
者
不
詳
と
し
︑
江
南
諸
蔵
の
系
統
は
作
者
を
世
親
︵
天
親
菩
薩
︶
と
し
て
い
る
︒

現
在
で
は
﹃
如
実
論
﹄
は
世
親
よ
り
も
前
に
書
か
れ
た
著
作
で
あ
っ
た
こ
と
が
定
説
と
な

っ
て
お
り(
)

︑
学
界
の
知
見
は
開
宝
蔵
の
系
統
を
︵
暗
黙
に
︶
支
持
し
て
い
る
が
︑﹃
如
実

48

論
﹄
を
世
親
作
だ
と
す
る
の
は
既
に
文
軌
の
﹃
因
明
入
正
理
論
疏
﹄
巻
一
に
み
ら
れ
︑
ま

た
お
そ
ら
く
そ
れ
に
依
拠
し
て
善
珠
も
同
じ
よ
う
に
言
及
し
て
い
る(
)

︒
唐
代
の
仏
教
界
の

49

見
解
が
﹃
如
実
論
﹄
の
本
文
伝
承
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
疑
わ
れ
る
︒
一
方
︑
大
正

蔵
に
収
載
さ
れ
る
和
漢
撰
述
の
作
品
の
中
で
﹃
方
便
心
論
﹄
を
龍
樹
作
と
し
て
い
る
の
は

上
に
あ
げ
た
珍
海
と
法
蔵
の
み
で
あ
る
︒
法
蔵
自
身
が
ど
の
よ
う
な
判
断
や
情
報
に
基
づ

い
て
い
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
︑
法
蔵
に
よ
る
同
定
が
﹃
方
便
心
論
﹄
の
本
文
伝
承

に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
︒

七

金
剛
寺
本
︑
興
聖
寺
本
︑
趙
城
金
蔵
本
が
示
す
古
形

第
五
節
に
お
い
て
︑
金
剛
寺
本
と
興
聖
寺
本
︑
金
蔵
本
が
八
〇
〇
年
頃
の
慧
琳
の
参
照

し
た
写
本
と
同
じ
異
文
を
有
し
て
い
た
事
例
を
一
例
紹
介
し
た
︒
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
校

合
で
は
︑
金
剛
寺
本
と
興
聖
寺
本
︑
金
蔵
本
だ
け
が
共
通
の
異
文
を
も
つ
ケ
ー
ス
が
他
に

六
例
確
認
で
き
て
い
る
︵
特
定
の
異
体
字
の
共
有
も
含
む
︑
第
四
節
︵
一
︶

を
参
照
︶
︒
そ

1b

こ
に
︑﹃
方
便
心
論
﹄
の
本
文
伝
承
を
考
察
す
る
上
で
興
味
深
い
事
例
が
一
例
あ
っ
た
︒

こ
の
事
例
は
︑﹃
方
便
心
論
﹄
第
一
章
で
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
九
つ
の
根
本
原
理
・
範
疇

︵
tattva,padārtha︶
を
列
挙
す
る
箇
所
に
あ
ら
わ
れ
る
︒
大
平
鈴
子
氏
に
よ
れ
ば
︑
九
つ

の
範
疇
を
あ
げ
る
の
は
初
期
の
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
作
品
に
も
知
ら
れ
て
お
り
︑
古
い
起
源
を

も
っ
て
い
る
ら
し
く
︑
著
名
な
綱
要
書
﹃
タ
ッ
ト
ヴ
ァ
・
ア
ル
タ
・
ア
デ
ィ
ガ
マ
・
ス
ー

ト
ラ
﹄
︵
T
attvārthādhigam
asūtra︶
で
は
そ
れ
が
七
つ
の
範
疇
に
縮
小
さ
れ
た
と
の
こ

と
で
あ
る(
)

︒﹃
方
便
心
論
﹄
は
前
者
の
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
る
︒
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以
下
に
と
り
あ
げ
る
問
題
の
焦
点
は
︑
大
正
蔵
に
保
持
さ
れ
る
﹁
漏
﹂
と
﹁
差
﹂
と
い

う
字
の
帰
属
と
そ
の
正
誤
に
あ
る
︒
ま
ず
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
九
つ
の
範
疇
を
あ
げ
る
﹃
方
便

心
論
﹄
の
本
文
と
既
存
の
訳
を
提
示
す
る
︒

『方
便
心
論
﹄
︵
T
32/24a23-24︶：
有
命
無
命
罪
福
漏
無
漏
差
戒
具
足
縛
解

宇
井
︵
1982：
492︶：
有
命
と
無
命
と
罪
と
福
と
漏
と
無
漏
と
戒
具
足
と
縛
と
解
と

T
ucci(1981:U
pāyahr.dayam
7,23-24):jīvo
’jīvah.
pāpam.
pun.yam
ā
śravah.,

nirjarā,sam
varah.,bandhah.,m
oks.ah.
|

飯
田
︵
1940：
89︶：
命
と
無
命
と
罪
と
福
と
︑
漏
と
無
漏
と
︑
戒
具
足
と
縛
と
解
と

石
飛
︵
2006：
69︶：
有
命
︑
無
命
︑
罪
︑
福
︑
漏
︑
無
漏
︑﹇
差
﹈
戒
具
足
︑
縛
︑

解
さ
ら
に
大
正
蔵
以
外
の
校
異
を
︑﹁
漏
﹂
と
﹁
差
﹂
の
前
後
と
と
も
に
表
に
し
て
示
す

と
以
下
の
よ
う
に
な
る
︵
略
号
は
第
三
節
を
参
照
︶
︒

（ 25 ）



｢差
﹂
の
問
題
の
所
在
か
ら
述
べ
る
︒
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
範
疇
の
う
ち
第
七
の
項
目
﹁
戒

具
足
﹂
︵
sam.vara︶
に
つ
い
て
︑
宇
井
氏
は
﹁
縮
に
差
戒
と
あ
り
︒
三
本
鉄
に
差
な
し
﹂

と
し
て
﹁
差
﹂
と
い
う
字
を
﹁
戒
具
足
﹂
と
の
関
連
で
扱
い
︑
校
訂
本
文
で
削
除
し
て
い

る
︒
宇
井
氏
の
引
用
す
る
﹁
鉄
﹂
と
は
︑
黄
檗
宗
の
僧
鉄
眼
道
光
︵
一
六
三
〇
～
一
六
八

二
︶
に
よ
っ
て
開
版
さ
れ
天
和
元
年
︵
一
六
八
一
︶
に
完
成
し
た
大
蔵
経
で
︑
万
暦
版
︑

い
わ
ゆ
る
﹁
径
山
蔵
﹂
の
復
刻
版
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
鉄
眼
版
︵
筆
者

未
見
︶
は
江
南
諸
蔵
系
統
の
本
文
で
あ
っ
た
ら
し
い
︒

飯
田
氏
︵
1940：
94︶
も
宇
井
氏
の
解
説
を
踏
ま
え
︑﹁
縮
蔵
等
に
は
﹁
戒
具
足
﹂
の
所

が
﹁
差
戒
具
足
﹂
と
な
つ
て
ゐ
る
︒
宋
・
元
・
明
︑
旧
宋
本
等
に
は
﹁
差
﹂
な
し
﹂
と
注

記
し
︑﹁
差
﹂
の
字
を
削
除
し
て
い
る
︒
石
飛
氏
︵
2006：
70︶
は
﹁
文
脈
か
ら
と
っ
て
読

む
﹂
と
し
た
上
で
﹁﹇
差
﹈
戒
具
足
﹂
と
提
示
す
る
が
︑
句
読
点
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に

﹁
差
﹂
の
字
を
や
は
り
﹁
戒
具
足
﹂
に
関
連
づ
け
て
い
る
︒

大
正
蔵
に
知
ら
れ
る
現
行
本
に
は
︑﹁
差
﹂
に
か
か
わ
る
校
勘
学
上
の
問
題
だ
け
で
な

く
︑
第
六
の
範
疇
﹁
無
漏
﹂
と
い
う
翻
訳
語
の
問
題
も
指
摘
で
き
る
︒
ジ
ャ
イ
ナ
教
で
一

般
に
﹁
滅

nirjarā﹂
に
相
当
す
る
術
語
が
﹃
方
便
心
論
﹄
で
は
﹁
無
漏
﹂
と
訳
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
宇
井
氏
︵
1982：
495︶
は
解
説
で
﹁
無
漏

︵
?nirjarā︶
﹂
と
疑
問
符
を
ふ
し
て
︑﹁
無
漏
の
訳
語
が
精
密
で
な
い
﹂
と
評
し
て
い
る
︒

ト
ゥ
ッ
チ
氏
︵
1981︶
は
﹁
nirjarā,sam
varah.﹂
︵
U
pāyahr.dayam
,7,23︶
に
当
た
る
箇

所
で
﹁
T
he
C
h
[inese;Y
M
].has
anā
śrava
無
漏
butitcorresponds,perhaps,to

nirjarā
(so
also
U
i︶﹂
︵
T
ucci
1981,notes
on
U
H
,16︶
と
︑
宇
井
氏
に
し
た
が
っ
て

﹁
無
漏
﹂
の
原
語
の
推
定
と
訳
語
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
︒
確
か
に
﹁
無
漏
﹂
は

anāsrava
と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
想
定
さ
せ
る
が
︑
問
題
の
焦
点
は
そ
の
﹁
無

漏
﹂
が
nirjarā
の
訳
語
な
の
か
︑
ま
た
そ
の
場
合
そ
れ
は
適
当
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

に
帰
着
す
る
だ
ろ
う
︒

nirjarā
の
一
般
的
な
意
味
は
︑
形
容
詞
な
ら
ば
﹁
老
い
な
い
︑
若
い
︑
新
鮮
な
﹂
と

い
う
意
味
で
あ
り
︑
ジ
ャ
イ
ナ
教
で
の
術
語
は
﹁
業
を
徐
々
に
打
ち
砕
く
こ
と
﹂
な
ど
と

説
明
さ
れ
る
︒
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
nirjarā
は
宗
教
的
・
倫
理
的
実
践
の
文
脈
で
用
い
ら
れ

る
重
要
な
概
念
で
︑
谷
川
泰
教
氏
は
﹁
滅
﹂
と
現
代
語
訳
し
︑
輪
廻
の
過
程
で
古
く
よ
り

霊
魂
に
付
着
し
て
い
る
業
物
質
を
排
除
し
浄
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と
説
明
す
る(
)

︒
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『方
便
心
論
﹄
の
異
文
で
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
麗
本
が
﹁
無
漏
差
﹂
と
読
む
箇
所
で
︑

金
剛
寺
本
と
興
聖
寺
本
︑
金
蔵
本
は
﹁
無
差
﹂
と
読
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
︒﹁
無
差
﹂

か
ら
一
定
の
意
味
合
い
を
読
み
取
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
︑﹁
滅
nirjarā﹂
に
も
﹁
無

漏

anāsrava﹂
に
も
関
連
づ
け
ら
れ
な
い
︒
一
見
す
る
と
︑
上
記
三
本
は
結
合
的
異
文

を
共
有
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
麗
本
は
﹁
差
﹂
を
含
ん
で
い
る
と
は
い
え
︑

﹁
漏
﹂
の
字
も
含
ん
で
お
り
︑
前
に
見
た
よ
う
に
﹁
無
漏
差
﹂
か
﹁
差
戒
具
足
﹂
と
区
切

る
こ
と
に
な
り
︑
い
ず
れ
の
場
合
も
﹁
差
﹂
の
問
題
は
解
消
さ
れ
な
い
︒
校
訂
の
過
程
で

無
意
味
で
奇
異
な
も
の
を
排
除
す
る
の
は
容
易
だ
が
︑
麗
本
と
金
蔵
本
か
ら
推
定
さ
れ
る

開
宝
蔵
の
本
文
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︑
と
い
う
疑
問
も
残
る
︒
第
一
節
で

述
べ
た
﹁
系
統
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
﹂
と
い
う
視
点
か
ら
は
興
聖
寺
本
と
金
蔵
本
が
一
致
す

る
限
り
︑
麗
本
が
逸
脱
し
て
い
て
も
︑
前
者
を
開
宝
蔵
の
本
文
で
あ
る
と
予
測
す
る
こ
と

（ 26 ）

原
語
と
の
対
応

問
題
と
な
る
本
文
︵
下
線
部
︶

校
本

宮
︑
宋
︑
元
︑︑
明
︑
磧

無
差
＝
﹁
滅
nirjarā﹂
(?)

無
差
戒
＊
具
足
︵
剛
は
是
に
作
る
︶

剛
︑
興
︑
金

表
�

｢
漏
﹂
と
﹁
差
﹂
の
比
較

無
漏
＝
﹁
滅
nirjarā﹂
(?)

戒
具
足
＝
﹁
遮
sam.vara﹂

無
漏
差
戒
具
足

大
︑
麗

無
漏
戒
具
足



に
な
る
︒
ま
た
﹁
外
群
比
較
法
﹂
と
い
う
視
点
か
ら
も
︑
外
群
と
目
さ
れ
る
金
剛
寺
本
と

共
通
す
る
興
聖
寺
本
︑
金
蔵
本
の
本
文
で
あ
る
﹁
無
差
﹂
が
開
宝
蔵
の
本
文
で
り
︑
祖
本

に
遡
り
う
る
本
文
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

ま
た
︑﹁
無
差
﹂
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
と
認
め
︑﹁
差
﹂
の
字
が
本
文
の
誤
っ
た
伝
承

に
基
づ
い
て
い
る
と
仮
定
す
る
と
︑
金
剛
寺
本
と
興
聖
寺
本
︑
金
蔵
本
︑
そ
し
て
お
そ
ら

く
開
宝
蔵
は
ど
の
よ
う
な
本
文
を
﹁
誤
っ
て
﹂
伝
承
し
て
し
ま
っ
た
の
か
︑
と
い
う
考
察

も
必
要
と
な
る
︒
派
生
的
本
文
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
江
南
諸
蔵
系
の
﹁
無
漏
﹂
に
つ
い

て
も
︑
そ
れ
が
誤
写
に
よ
っ
て
﹁
無
差
﹂
か
ら
変
化
し
た
と
想
定
す
る
に
は
﹁
漏
﹂
と

﹁
差
﹂
の
音
や
形
態
の
違
い
が
相
対
的
に
大
き
い
の
で
︑
伝
承
の
過
程
で
江
南
諸
蔵
系
に

意
図
的
な
改
変
が
あ
っ
た
と
判
断
す
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
︵
外
群
比
較
法
を
適
用
し
な
け
れ

ば
︑﹁
無
漏
﹂
か
ら
﹁
無
差
﹂
へ
の
改
変
も
あ
り
う
る
︶
︒
実
際
に
︑﹁
SA
T
大
正
新
脩
大
蔵
経

テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
2015
版
﹂
︵
以
下
SA
T
2015
(
)

︶
を
用
い
て
両
者
の
異
文
関
係
を
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検
索
し
て
も
該
当
事
例
は
み
ら
れ
な
い
の
で
︑
写
経
生
の
機
械
的
な
誤
写
で
あ
っ
た
可
能

性
は
小
さ
い
︒﹁
無
差
﹂
が
別
の
本
文
か
ら
の
誤
伝
承
だ
と
し
た
場
合
の
説
明
と
し
て
注

目
さ
れ
る
の
が
︑
麗
本
を
含
め
た
金
剛
寺
本
な
ど
の
四
本
は
実
際
に
は
﹁
差
﹂
の
字
で
は

な
く
そ
の
異
体
字
︵
金
蔵
本
は
阿
︶
を
使
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
術
語

の
意
味
か
ら
は
離
れ
て
し
ま
う
が
︑
nirjarā
の
原
義
﹁
老
い
な
い
﹂
か
ら
す
る
と
︑

﹁
差
﹂
は
本
来
は
﹁
老
﹂
で
あ
っ
て
︑
nirjarā
は
﹁
無
老
﹂
と
直
訳
さ
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒
す
な
わ
ち
﹁
差
﹂
の
異
体
字
と
﹁
老
﹂
と
い
う
二
つ
の
字
が
外
見
上
類

似
し
て
い
る
た
め
に
︑﹁
老
﹂
は
金
剛
寺
本
や
金
蔵
本
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
﹁
差
﹂

と
し
て
伝
承
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
漢
訳
の
正
文
が
﹁
無
老
﹂
で
あ
っ

た
と
し
て
も
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
原
義
や
仏
教
語
の
特
定
の
用
法
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ

り
﹁
誤
訳
﹂
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
が
︑﹁
無
差
﹂
と
い
う
本
文
が
写
経
生
の
機
械
的
な
誤

写
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
過
程
の
説
明
は
可
能
と
な
る
︒
SA
T
2015
に
よ
る
と
﹁
差
﹂

と
﹁
老
﹂
で
み
ら
れ
る
異
文
関
係
は
単
純
検
索
で
少
な
く
と
も
九
例
み
ら
れ
る
の
で
︑
例

外
的
な
誤
写
で
は
な
い(
)

︒﹁
無
老
﹂
と
い
う
読
み
は
現
存
す
る
写
本
・
刊
本
で
は
傍
証
さ

53

れ
な
い
の
で
︑
も
し
こ
れ
を
祖
本
よ
り
も
遡
り
う
る
さ
ら
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
本
文
で

あ
る
と
想
定
す
る
場
合
は
︑
祖
本
に
修
正
︵
conjecture︶
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
︒

｢無
老
﹂
か
ら
︑
あ
る
い
は
﹁
無
差
﹂
か
ら
﹁
無
漏
﹂
の
読
み
が
発
生
し
た
経
緯
は
明

ら
か
で
な
い
が
︑
い
ず
れ
で
も
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
︑
江
南
諸
蔵
の
系
統
で
は
直
前
の

﹁
漏
﹂
か
ら
類
推
し
て
︑
仏
教
教
義
で
一
般
的
な
﹁
無
漏
﹂
と
い
う
術
語
に
置
き
換
え
た

と
い
う
状
況
が
推
定
さ
れ
る
︒

で
は
麗
本
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
︒
大
正
蔵
す
な
わ
ち
高
麗
蔵
再
雕
本
で
採
用
さ
れ
て

い
る
﹁
無
漏
差
﹂
は
い
わ
ゆ
る
混
態
︵
contam
ination
︶
の
可
能
性
が
高
い
︒
開
宝
蔵
の

段
階
で
は
﹁
差
﹂
で
あ
っ
た
も
の
が
︑
再
雕
本
の
編
纂
段
階
で
江
南
諸
蔵
系
で
知
ら
れ
る

﹁
漏
﹂
を
︑
す
で
に
存
在
す
る
﹁
差
﹂
の
異
文
と
す
る
注
記
が
漏
入
し
た
︑
あ
る
い
は
書

き
加
え
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
︒

結

語

本
稿
は
︑
金
剛
寺
本
と
興
聖
寺
本
と
い
う
日
本
古
写
経
に
属
す
る
資
料
の
考
察
を
中
心

に
﹃
方
便
心
論
﹄
の
本
文
伝
承
の
問
題
を
考
察
し
て
き
た
︒
特
に
︑
祖
本
が
写
経
を
通
じ

て
伝
承
さ
れ
る
過
程
を
︑
生
物
の
進
化
の
歴
史
を
再
構
成
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
系
統

分
類
学
の
概
念
と
方
法
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
場
合
に
︑
金
剛
寺
本
が
写
本
伝
承
の
方
向
性

︵
極
性
︶
を
推
定
す
る
鍵
と
な
る
﹁
外
群
﹂
に
な
り
う
る
こ
と
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
︒

原
則
と
し
て
︑
あ
る
資
料
が
外
群
に
属
す
る
こ
と
を
想
定
す
る
に
は
︑
異
文
の
分
布
状
態
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の
確
認
と
︑
少
な
く
と
も
一
例
に
よ
っ
て
そ
の
資
料
だ
け
が
有
す
る
正
文
の
証
明
︵﹃
方

便
心
論
﹄
で
は
﹁
延
興
年
﹂︶
が
必
要
で
あ
り
︑
そ
の
場
合
﹁
内
群
﹂
の
構
造
も
明
ら
か
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
外
群
で
あ
る
こ
と
の
確
認
が
で
き
れ
ば
︑
金
剛
寺
本
︵
外
群
︶
と

刊
刻
大
蔵
経
系
の
諸
本
︵
内
群
︶
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
金
剛
寺
本
と
一
致
す
る

本
文
が
古
形
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
の
が
外
群
比
較
法
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
異
文
の
判
定

に
お
け
る
先
験
的
な
出
発
点
と
な
る
︒
外
的
典
拠
が
な
い
限
り
古
形
か
ど
う
か
を
客
観
的

に
証
明
で
き
な
い
の
が
通
常
で
あ
り
︑
言
う
ま
で
も
な
く
︑
実
際
に
古
形
で
あ
る
か
ど
う

か
は
個
々
の
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
厳
密
に
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
本
文
の
共
有
が
偶

発
的
で
あ
っ
て
遺
伝
的
で
な
い
場
合
も
あ
る
︑
い
わ
ゆ
る
hom
oplasy
非
相
同
︶
︒
本
文
批
判
で

は
︑
文
献
学
的
な
手
続
き
に
よ
っ
て
︑
外
群
比
較
法
に
よ
る
初
期
推
定
と
は
異
な
っ
た
判

定
を
下
す
こ
と
も
前
提
と
さ
れ
て
い
る
︒
本
稿
で
扱
っ
た
事
例
は
わ
ず
か
数
例
に
す
ぎ
な

い
が
︑﹃
方
便
心
論
﹄
が
洛
陽
で
翻
訳
さ
れ
た
と
い
う
金
剛
寺
本
の
情
報
以
外
で
は
︑
興

聖
寺
本
や
刊
刻
大
蔵
経
が
金
剛
寺
本
と
一
致
す
る
本
文
に
一
定
の
蓋
然
性
を
与
え
る
こ
と

が
可
能
で
あ
っ
た
︒
他
の
個
々
の
事
例
に
同
様
の
考
察
を
加
え
る
と
い
う
批
判
校
訂
は
今

後
の
課
題
と
な
る
︒

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
公
開
す
る
﹁
奈
良
時
代
古
文
書
フ
ル
テ
キ
ス

ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂
に
よ
る
と(
)

︑﹃
大
日
本
古
文
書
︵
編
年
文
書
︶
﹄
に
は
総
計
で
﹃
方
便

54

心
論
﹄
の
エ
ン
ト
リ
ー
が
一
六
件
あ
る
︒
そ
の
う
ち
最
初
の
記
録
は
﹁
天
平
八
年
九
月
二

十
九
日
﹂︑
す
な
わ
ち
七
三
六
年
の
日
付
で
﹁
方
便
心
論
一
巻
︿
送
﹀﹂
と
あ
り
︑
当
時

﹃
方
便
心
論
﹄
が
写
経
の
た
め
に
送
付
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
藍
本

は
七
三
五
年
に
玄
昉
が
将
来
し
た
一
切
経
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
次
の
記
録
は
﹁
天

平
勝
宝
三
年
九
月
二
十
日
﹂︑
す
な
わ
ち
七
五
一
年
の
日
付
の
経
典
中
に
﹁
方
便
心
論
一

哀
﹃
十
九
﹄﹂
の
言
及
で
︑﹁
以
上
四
巻
八
貫
﹂
と
し
て
他
の
二
つ
の
経
典
﹁
発
艹
提
心
論

二
哀
﹃
卅
二
﹄﹂﹁
無
相
思
塵
論
一
哀
﹃
四
﹄﹂
と
と
も
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は

﹁
寫
書
布
施
勘
定
帳
︿
正
倉
院
文
書
﹀﹂
に
記
さ
れ
た
項
目
で
︑
八
世
紀
中
ご
ろ
﹃
方
便
心

論
﹄
の
書
写
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
再
び
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
︒
金
剛
寺
本
﹃
方

便
心
論
﹄
は
こ
の
よ
う
な
奈
良
写
経
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が

筆
者
の
現
在
の
見
通
し
で
あ
る
︒﹃
方
便
心
論
﹄
の
日
本
古
写
経
と
し
て
は
他
に
七
寺
本

な
ど
複
数
の
経
巻
が
現
存
し
て
お
り
︑
今
後
調
査
の
可
能
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
︒

本
稿
の
一
部
は
二
〇
一
三
年
五
月
一
八
日
の
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
附
置
日
本
古
写
経
研
究

所
の
公
開
研
究
会
で
の
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
︒
研
究
発
表
と
天
野
山
金
剛
寺
で
の
写
本
調
査

の
機
会
を
お
与
え
下
さ
っ
た
落
合
俊
典
先
生
に
深
謝
し
︑
同
公
開
研
究
会
に
お
い
て
ご
教
示
を

賜
っ
た
赤
尾
栄
慶
先
生
︑
林
寺
正
俊
先
生
ほ
か
諸
先
生
方
に
感
謝
申
し
上
げ
る
︒
船
山
徹
先
生

よ
り
関
連
資
料
の
ご
提
供
と
ご
教
示
を
い
た
だ
き
︑
山
中
行
雄
先
生
に
は
関
連
資
料
の
ご
送
付

と
草
稿
へ
の
ご
批
判
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
記
し
て
︑
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
︒
な
お
︑
本

稿
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
術
研
究
助
成
基
金

F
W
F
P27863-G
24
(F
ragm
ents
of
Indian

Philosophy)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
紙
幅
の
都
合
で
注
記
は
最
小
限
に
と
ど
め

て
い
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
た
い
︒
大
正
蔵
か
ら
の
本
文
引
用
に
は
原
則
と
し
て
Ｔ
の
略
号

を
と
も
な
う
巻
数
の
あ
と
に
斜
線
︑
頁
数
︑
行
数
を
つ
づ
け
る
︒

註(�
)
｢論
議
道
﹂
の
概
念
に
つ
い
て
は
︑
工
藤
成
樹
﹁
論
事
に
見
ら
れ
る
論
議
道
﹂︵﹃
印
度
学

仏
教
学
研
究
﹄
一
六
・
二
︑
一
九
六
八
︑
八
六
〇
袞
八
六
四
︶
八
六
〇
頁
を
参
照
︒
vāda-

m
ārga
と
い
う
表
現
は
﹁
正
し
い
手
段
を
も
つ
人
sadupāya﹂
と
い
う
語
と
と
も
に
ク
マ
ー

リ
ラ
の
Ślokavārttika,nirālam
bana,128cd-129ab
に
も
見
ら
れ
る
︵
寺
石
悦
章
﹁﹃
シ
ュ

ロ
ー
カ
・
ヴ
ァ
ー
ル
テ
ィ
カ
﹄
ニ
ラ
ー
ラ
ン
バ
ナ
ヴ
ァ
ー
ダ
章
の
研
究
⑸
袞
和
訳
と
解
説
袞
﹂

﹃
仏
教
文
化
﹄
一
二
︑
二
〇
〇
二
︑
一
一
五
袞
一
三
五
︑
特
に
一
一
七
頁
︶︒
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
オ
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ー
バ
ー
ハ
ン
マ
ー
氏
︵
G
erhard
O
berham
m
er︶
は
﹁
論
議
の
伝
統
﹂︵
V
āda-T
raditi-

onen
︶
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
︑
初
期
の
論
理
学
を
歴
史
的
に
描
写
し
て
い
る
︵
Sung
Y
ong

K
ang,“D
ie
C
arakasam.hitā
in
der
G
eschichte
der
indischen
Philosophie
I.N
yāya

und
C
arakasam.hitā,”
W
iener
Zeitschrift
für
die
K
unde
Südasiens
50
(2006):143-

176,esp.145,n.12︶︒

(�
)
宇
井
伯
寿
﹃
印
度
哲
学
研
究
﹄
第
二
︵
岩
波
書
店
︑
第
二
刷
一
九
八
二
﹇
岩
波
版
初
版
一

九
六
五
﹈︑
初
版
は
甲
子
社
書
房
︑
一
九
二
五
︶︒

( 
)
G
iuseppe
T
ucci,P
re-D
in.nāga
B
uddhistT
exts
on
L
ogic
from
C
hinese
Sources,

2nd
edition,M
adras
1981
(originally
B
aroda
1929).

(#
)
石
飛
道
子
﹃
龍
樹
造
﹁
方
便
心
論
﹂
の
研
究
﹄
山
喜
房
佛
書
林
︑
二
〇
〇
六
︒

($
)
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
の
上
杉
智
英
先
生
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
︒

(2
)
漢
訳
大
蔵
経
の
成
立
史
に
つ
い
て
は
竺
沙
雅
章
﹁
第
一
章

漢
訳
大
蔵
経
の
歴
史
袞
写
経

か
ら
刊
経
へ
袞
﹂︵﹃
宋
元
仏
教
文
化
史
研
究
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
〇
︑
二
七
一
袞
二
九
一
︶︑

船
山
徹
﹁
漢
語
仏
典
袞
そ
の
初
期
の
成
立
状
況
を
め
ぐ
っ
て
袞
﹂︵﹃
漢
籍
は
お
も
し
ろ
い
﹄
研

文
出
版
︑
二
〇
〇
八
︑
七
一
袞
一
一
八
︶
な
ど
を
参
照
︒

(5
)
外
群
比
較
法
に
つ
い
て
は
ダ
イ
ア
ナ
・
リ
プ
ス
コ
ム
︵
D
iana
Lipscom
b,B
asics
of

C
ladistic
A
nalysis,
W
ashington
D
.C
.1998︶
六
頁
︑
三
中
信
宏
﹃
系
統
樹
思
考
の
世
界

す
べ
て
は
ツ
リ
ー
と
と
も
に
﹄︵
講
談
社
現
代
新
書
︑
二
〇
一
一
︶
一
七
二
袞
一
七
四
頁
な
ど

を
参
照
︒

(8
)
落
合
俊
典
﹁
日
本
の
古
写
経
と
中
国
仏
教
文
献
袞
天
野
山
金
剛
寺
蔵
平
安
後
期
写
﹁
録
外

袞
$
﹂
の
成
立
と
流
伝
を
巡
っ
て
袞
﹂︵﹃
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
開
所
七
十
五
周
年
記
念

中
国
宗
教
文
献
研
究
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹄
二
〇
〇
四
︑
一
七
袞
二
八
︶
二
〇
頁
を
参
照
︒

(9
)
金
剛
寺
一
切
経
に
つ
い
て
は
︑
落
合
俊
典
﹁
金
剛
寺
蔵
長
寛
三
年
写
﹃
観
無
量
寿
経
﹄
に

つ
い
て
﹂︵﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
五
〇
・
二
︑
二
〇
〇
二
︑
五
五
九
袞
五
六
三
︶
五
六
〇
頁
︑

上
杉
智
英
﹁
金
剛
寺
蔵

一
切
経
本
﹃
集
諸
経
礼
懺
儀
﹄
巻
下

解
題
・
影
印
﹂︵﹃
集
諸
経
礼

懺
儀

巻
下
﹄
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
実
行
委
員
会
︑
二
〇
一
〇
︶
な

ど
を
参
照
︒

(
)
宮
林
昭
彦
・
落
合
俊
典
編
﹁
貞
元
新
定
釋
教
目
録
巻
第
二
十
九
・
巻
第
三
十
﹂︵
牧
田
諦

10亮
監
・
落
合
俊
典
編
﹃
中
国
・
日
本
經
典
章
疏
目
録

七
寺
古
逸
經
典
研
究
叢
書

第
六
卷
﹄

大
東
出
版
社
︑
一
九
九
八
︑
五
九
袞
一
一
七
︶
九
〇
頁
：﹁
方
便
心
論
一
卷
︿
吉
迦
夜
共
曇
曜

或
二
卷

凡
四
品

二
譯
初
闕
﹀﹂︒

(
)
前
掲
書
で
は
﹁
後
魏
延
興
年
吉
迦
夜
共
曇
曜
菩
薩
於
洛
陽
譯
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑﹁
等
﹂

11
の
位
置
に
﹁
菩
薩
﹂
が
あ
る
が
︑
写
本
上
で
は
﹁
等
﹂
で
あ
る
こ
と
を
落
合
先
生
と
赤
尾
栄
慶

先
生
に
ご
確
認
い
た
だ
く
機
会
を
得
た
︒

(
)
前
掲
書
で
は
﹁
一
七
﹂︒

12(
)
興
聖
寺
古
写
経
と
西
楽
寺
一
切
経
に
つ
い
て
は
例
え
ば
落
合
俊
典
﹁
興
聖
寺
本
﹃
馬
鳴
菩

13薩
伝
﹄
に
つ
い
て
﹂︵﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
四
一
・
一
︑
一
九
九
二
︑
二
九
三
袞
二
九
九
︶

二
九
四
袞
二
九
五
頁
を
参
照
︒

(
)
楊
婷
婷
﹁
日
本
古
写
経
本
﹃
出
三
蔵
記
集
﹄
の
系
統
に
つ
い
て
袞
興
聖
寺
本
を
中
心
に

14
袞
﹂︵﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
六
二
・
一
︑
二
〇
一
三
︑
五
〇
二
袞
四
九
九
︶
を
参
照
︒

(
)
異
文
の
分
類
の
た
め
の
用
語
は
パ
ウ
ル
・
マ
ー
ス
︵
PaulM
aas︶
の
著
名
な
﹃
本
文
批

15判
﹄︵
T
extualC
riticism
,translated
by
B
arbara
F
low
er,O
xford
1958︶
四
二
袞
四
三

頁
が
古
典
的
典
拠
に
な
っ
て
い
る
が
︵
三
中
前
掲
書
一
八
六
頁
も
参
照
︶︑﹁
指
示
的
過
誤
﹂
な

ど
と
い
う
場
合
の
﹁
過
誤
﹂︵
error︶
と
い
う
表
現
は
︑
筆
者
の
判
断
で
﹁
異
文
﹂

︵
variant︶
と
い
う
比
較
的
中
立
的
な
表
現
に
改
め
た
︒
こ
れ
は
マ
ー
ス
に
よ
る
﹁
過
誤
﹂
と

い
う
分
類
が
︑
本
文
批
評
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
た
批
判
本
文
︵
criticaltext︶
と
い
う
仮
説

的
な
構
築
物
を
基
準
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
マ
ー
ス
の
い
う
﹁
過
誤
﹂
は
一
般
的
な
誤
写

だ
け
で
な
く
︑
二
次
的
・
派
生
的
本
文
も
含
ん
で
お
り
︑
例
え
ば
あ
る
批
評
家
は
結
合
的
過
誤

と
判
断
し
て
も
︑
別
の
批
評
家
は
そ
れ
を
正
文
と
判
断
す
る
こ
と
は
本
文
批
評
で
は
十
分
に
起

こ
り
う
る
し
︑
後
代
の
写
本
伝
承
が
派
生
的
本
文
の
方
を
正
文
と
し
て
理
解
し
て
そ
の
よ
う
な

本
文
を
作
り
出
し
た
︵
復
元
し
た
︶
と
き
に
︑
そ
れ
は
﹁
過
誤
﹂
を
導
入
し
た
の
で
は
な
く
︑

意
図
的
な
改
変
︵
改
善
︶
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

(
)
『方
便
心
論
﹄
の
祖
本
の
本
文
と
し
て
は
﹁
時
因
﹂
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
︵
麗
本
は
混

16態
の
可
能
性
が
高
い
︶︑
こ
れ
は
28a27
で
麗
本
自
身
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
︒
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(
)
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
第
六
の
範
疇
で
あ
る
内
属
︵
sam
avāya︶
を
金
剛
寺
本
と

17開
宝
蔵
系
諸
本
が
﹁
不
作
諦
﹂
に
作
る
の
で
︑
外
群
比
較
法
か
ら
推
定
さ
れ
る
祖
本
の
本
文
は

﹁
不
作
諦
﹂
と
な
ろ
う
︵﹁
作
﹂
を
﹁
き
る
︑
け
づ
る
﹂
の
意
に
解
す
れ
ば
︑﹁
分
離
し
て
は
成

立
し
な
い

ayutasiddha
関
係
﹂
と
い
う
内
属
の
定
義
が
予
想
さ
れ
る
︶︒
し
か
し
︑
す
で
に

梁
代
の
慧
遠
︵
五
二
三
～
五
九
二
︶
述
﹃
大
般
涅
槃
經
義
記
﹄︵
大
正
蔵
一
七
六
四
番
︑

T
37/784a7-9︶
に
お
い
て
sam
avāya
が
﹁
無
障
諦
﹂
と
訳
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
江
南
諸
蔵

系
の
﹁
不
障
諦
﹂
が
正
文
と
な
る
可
能
性
が
高
い
︒
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
辛
嶋
静
志
先
生
よ

り
ご
批
判
を
賜
っ
た
︒
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
︒

(
)
大
正
蔵
の
﹁
説
喩
﹂
に
対
し
て
︑
永
明
延
寿
の
﹃
宗
鏡
録
﹄︵
大
正
蔵
二
〇
一
六
番
︑
九

18六
一
年
成
書
︶
巻
三
四
︵
T
48/613c29︶
に
引
用
さ
れ
る
﹃
方
便
心
論
﹄
か
ら
の
同
文
に
は
︑

江
南
諸
蔵
系
本
文
と
同
様
の
﹁
就
喩
﹂
が
み
ら
れ
る
︒
永
明
延
寿
は
一
〇
世
紀
頃
永
明
寺
︵
現

在
の
浙
江
省
杭
州
市
淨
慈
寺
︶
で
活
躍
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
江
南
地
方
で
流
布

し
て
い
た
本
文
を
利
用
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

(
)
大
正
蔵
の
﹁
耶
﹂
に
対
し
て
︑﹃
宗
鏡
録
﹄
の
引
用
︵
T
48/614a3︶
で
は
江
南
諸
蔵
系

19と
同
じ
﹁
也
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
な
お
こ
の
相
違
は
金
蔵
の
校
勘
記
に
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
︒

(
)
大
正
蔵
本
の
﹁
然
﹂
に
対
し
︑
嘉
祥
大
師
吉
蔵
撰
﹃
百
論
疏
﹄︵
大
正
蔵
一
八
二
七
番
︑

20T
42/247b10-12︶
に
引
用
さ
れ
る
﹃
方
便
心
論
﹄
は
金
剛
寺
本
と
同
様
の
﹁
燃
﹂
を
伝
え
る
︒

(
)
大
正
蔵
本
の
﹁
性
障
﹂︑
金
剛
寺
本
の
﹁
如
障
﹂
に
対
し
︑﹃
百
論
疏
﹄︵
T
42/244b21︶

21と
基
辨
︵
一
七
二
二
～
一
七
九
二
︶
撰
﹃
大
乘
法
苑
義
林
章
師
子
吼
鈔
﹄︵
大
正
蔵
二
三
二
三

番
︑
T
71/521b1︶
は
﹃
方
便
心
論
﹄
か
ら
の
引
用
と
し
て
﹁
五
姓
障
﹂
と
し
て
い
る
︒
唐
・

天
台
宗
の
荊
渓
湛
然
述
﹃
止
觀
輔
行
傳
弘
決
﹄︵
大
正
蔵
一
九
一
二
番
︑
T
46/435b2︶
と
北

宋
代
天
台
宗
の
錢
]
沙
門
釋
︑
孤
山
智
圓
述
﹃
涅
槃
經
疏
三
德
指
歸
﹄︵
卍
新
纂
續
藏
經
六
六

二
番
︶
巻
一
一
︵
X
37/502b12︶
は
﹁
五
性
障
﹂
と
す
る
︒
金
剛
寺
本
は
﹃
百
論
疏
﹄
な
ど

の
よ
う
に
本
来
は
﹁
姓
﹂
の
字
を
継
承
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
︒

(
)
前
者
は
﹁
一
切
経
音
義
序
﹂
に
︑
後
者
は
﹃
宋
高
僧
伝
﹄
巻
六
に
基
づ
く
︒
二
種
の
成
書

22年
代
に
つ
い
て
は
落
合
前
掲
論
文
︵
1992:298,n.3︶
を
参
照
︒

(
)
『方
便
心
論
﹄
で
の
鑚
燧
か
ら
火
が
生
じ
る
比
喩
に
つ
い
て
︑
石
飛
︵
2006：
98︶
は
佛

23

陀
耶
舍
・
竺
佛
念
譯
﹃
長
阿
含
經
﹄︵
大
正
蔵
一
番
︶
巻
一
〇
の
用
例
﹁
如
兩
木
相
攅
則
有
火

生
﹂︵
1/61c14︶
を
原
始
仏
典
か
ら
の
用
例
と
し
て
引
用
し
て
い
る
が
︑
大
正
蔵
の
本
文
は

﹁
鑚
﹂
の
字
で
は
な
く
﹁
攅
﹂
で
あ
り
︑
校
異
に
は
三
本
の
﹁
揩
﹂︑
聖
語
蔵
の
﹁
櫕
﹂
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
︒
類
似
の
表
現
と
し
て
は
﹁
譬
如
兩
木
相
磨
和
合
生
火
﹂︵
求
那
跋
陀
羅
譯
﹃
雜

阿
含
經
﹄
大
正
蔵
九
九
番
︑
T
2/82a20-21︶
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
︒

(
)
石
飛
︵
2006：
139︶
は
﹁
渧
﹂︑
宇
井
︵
1982：
555︶
と
飯
田
︵
1940:
103,
105,
n.

24135-136︶
は
﹁
滴
﹂
の
字
を
採
用
し
て
い
る
︒

(
)
慧
琳
音
義
は
︑
梁
・
慧
皎
撰
の
﹃
高
僧
伝
﹄︵
大
正
蔵
二
〇
五
九
番
︶
巻
五
に
み
え
る

25﹁
一
渧
﹂︵
T
50/356b12︶
を
﹁
一
滴
﹂
と
し
て
引
用
し
︑
伝
本
に
み
え
る
﹁
渧
﹂
の
字
は

﹁
滴
﹂
の
俗
字
で
あ
る
と
説
明
す
る
︒﹁
下
丁
歴
反
︑﹃
顧
野
王
﹄
云
︑
啇
謂
滴
瀝
也
︑﹃
説
文
﹄

滴
︑
猶
水
欒
注
也
︑
從
水
滴
聲
︑
啇
音
同
上
︑
傳
文
從
帝
作
渧
︑
俗
字
也
﹂︵
T
54/877a11︶︒

定
源
﹁︽
慧
琳
音
義
︾
所
拠
︽
高
僧
伝
︾
版
本
略
考
袞
以
︽
高
僧
伝
︾
巻
五
音
義
為
例
﹂︵
徐
時

儀
他
編
﹃
佛
經
音
義
研
究
袞
第
二
届
佛
經
音
義
研
究
︑
國
際
學
術
研
討
會
論
文
集
﹄
愛
凰
出
版

社
︑
二
〇
一
一
︑
二
五
四
袞
二
六
七
︶
二
五
九
袞
二
六
〇
頁
を
参
照
︒

(
)
曇
曜
の
年
代
を
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
・
ヤ
ン
グ
︵
Stuart
H
.Y
oung,C
onceiving
the
Indi-

26an
B
uddhist
P
atriarchs
in
C
hina,
D
issertation,Princeton
U
niversity,2008︶
一
一

二
頁
と
そ
れ
を
参
照
す
る
山
野
千
恵
子
﹁﹃
龍
樹
菩
薩
伝
﹄
の
成
立
問
題
﹂︵﹃
仙
石
山
仏
教
学

論
集
﹄
五
︑
二
〇
一
〇
︑
八
六
袞
六
五
︶
八
六
頁
は
四
一
〇
～
四
八
五
頃
と
す
る
︒
た
だ
し
ヤ

ン
グ
︵
2008:112,n.27︶
の
参
照
す
る
二
次
文
献
は
曇
曜
の
年
代
を
特
定
し
て
い
な
い
の
で

根
拠
は
明
確
で
は
な
い
が
︑
塚
本
善
隆
氏
の
仮
説
に
基
づ
い
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
︒
塚
本
善

隆
﹁
第
三

沙
門
統
曇
曜
と
そ
の
時
代
﹂︵﹃
北
魏
仏
教
史
研
究
﹄
塚
本
善
隆
著
作
集
第
二
巻
︑

大
東
出
版
社
︑
一
九
七
四
︶
八
五
頁
は
︑﹁
北
魏
が
涼
州
を
征
服
し
た
年
︵
四
三
九
︶﹂
に
曇
曜

が
﹁
三
十
歳
で
﹂
あ
っ
て
︑﹁
少
な
く
と
も
彼
は
恐
ら
く
七
十
歳
以
上
の
高
齢
ま
で
沙
門
統
と

し
て
活
動
し
得
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
山
野
氏
に
は
︑
ヤ
ン
グ
︵
2008︶
の
当
該
箇
所
を
ご
送

付
い
た
だ
き
︑
参
照
文
献
を
ご
教
示
い
た
だ
い
こ
と
を
記
し
て
︑
感
謝
す
る
︒

(
)
T
55/13b6-12：﹁
雜
寶
藏
經
十
三
卷
︿
闕
﹀
付
法
藏
因
縁
經
六
卷
︿
闕
﹀
方
便
心
論
二

27卷
︿
闕
﹀
右
三
部
︑
凡
二
十
一
卷
︑
宋
明
帝
時
︑
西
域
三
藏
吉
迦
夜
︑
於
北
國
以
僞
延
興
二
年
︑

（ 30 ）



共
僧
正
釋
曇
曜
譯
出
︑
劉
孝
標
筆
受
︒
此
三
經
並
未
至
京
都
﹂︒
ま
た
欧
米
の
研
究
で
は
︑
吉

迦
夜
等
に
よ
る
翻
訳
を
第
二
訳
と
し
︑
仏
駄
跋
陀
羅
︵
B
uddhabhadra︶
に
よ
る
も
の
を
散

逸
し
た
初
訳
と
し
て
言
及
す
る
も
の
が
あ
る
︵
例
え
ば

T
ucci1981:Introduction,xi︶︒
こ

の
情
報
は
︑
隋
・
費
長
房
撰
の
﹃
歴
代
三
宝
紀
﹄︵
大
正
蔵
二
〇
三
四
番
︶
巻
七
・
訳
経
東
晋

の
﹁
方
便
心
論
一
巻
︿
共
法
業
出
︑
見
高
僧
傳
﹀﹂︵
T
49/71a25︶
に
も
と
づ
く
が
︑
梁
・
慧

皎
に
よ
る
﹃
高
僧
伝
﹄
な
ど
の
仏
駄
跋
陀
羅
の
列
伝
中
の
﹃
修
行
方
便
論
﹄︵
＝
﹃
達
磨
多
羅

禅
経
﹄
大
正
蔵
六
一
八
番
︶
の
訳
業
と
の
混
同
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
︒
該

当
箇
所
の
邦
訳
は
︑
慧
皎
著
︑
吉
川
忠
夫
・
船
山
徹
訳
﹃
高
僧
伝
︵
一
︶﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇

〇
九
︶
二
一
〇
頁
︒

(
)
上
定
林
寺
に
つ
い
て
は
前
掲
書
︑
吉
川
・
船
山
訳
﹃
高
僧
伝
︵
一
︶﹄
三
一
七
頁
注
一
五
︑

28経
蔵
に
つ
い
て
は
同
﹃
高
僧
伝
︵
四
︶﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
〇
︶
一
四
七
頁
注
一
〇
を
参
照
︒

(
)
塚
本
善
隆
前
掲
書
八
三
袞
八
五
頁
を
参
照
︒

29(
)
塚
本
善
隆
﹃
魏
書
釈
老
志
の
研
究
﹄︵
塚
本
善
隆
著
作
集
第
一
巻
︑
大
東
出
版
社
︑
一
九

30七
四
︶
二
〇
七
頁
︵
漢
文
︶
お
よ
び
二
一
〇
頁
︵
和
訳
︶
を
参
照
︒

(
)
Leon
H
urvitz,
W
ei
Shou:
T
reatise
on
B
uddhism
and
T
aoism
,
an
E
nglish

31T
ranslation
of
the
O
riginal
C
hinese
T
ext
of
W
ei-shu
C
X
IV
and
the
Japanese

A
nnotation
of
T
sukam
oto
Zenryū
(in:Y
ūn-kang,
the
B
uddhist
C
ave-T
em
ples
of

the
Fifth
C
entury
A
.
D
.
in
N
orth
C
hina,
V
olum
e
X
V
I,Supplem
ent,K
yoto
1956,

25-103),73,§80
を
参
照
︒

(
)
C
hristian
Lindtner,N
āgārjuniana.
Studies
in
the
w
ritings
and
philosophy
of

32N
āgārjuna
(C
openhagen
1982),17,n.44
は
︑
龍
樹
が
二
諦
論
的
な
世
俗
の
立
場
か
ら
著

作
し
た
可
能
性
を
否
定
し
て
い
な
い
︒
沈
剣
英
﹁︽
方
便
心
論
︾
是
反
邏
輯
的
著
作
袞
︿
佛
經

知
識
論
的
形
成
﹀
讀
後
﹂﹃
普
門
學
報
袞
二
〇
〇
三
年
讀
後
感
﹄
二
〇
〇
四
︑
三
九
袞
四
六

︵
未
見
︶︒

(
)
例
え
ば
︑
梶
山
雄
一
﹁
Ｉ
仏
教
知
識
論
の
形
成
﹂︵
平
川
彰
・
梶
山
雄
一
・
高
崎
直
道
編

33﹃
講
座
・
大
乗
仏
教

9
袞
認
識
論
と
論
理
学
﹄
春
秋
社
︑
一
九
八
四
︑
一
袞
一
〇
一
︶
一
二

袞
四
二
頁
︒

(
)
例
え
ば
︑
ShoheiIchim
ura
市
村
承
秉
︑
“T
he
Period
ofN
āgārjuna
and
the
Fang-

34pien-hsin-lun
(﹁
方

便

心

論
﹂
or
U
pāyahr.daya
śāstra),”
Journal
of
Indian
and

B
uddhistStudies43.2
(1995),1033-1028.鄭
偉
宏
﹃
漢
傳
佛
教
因
明
研
究
﹄︵
中
華
書
局
︑

一
九
九
九
︶
二
八
袞
四
三
︑
特
に
二
九
頁
︒
石
飛
道
子
﹁﹃
方
便
心
論
﹄
の
作
者
に
つ
い
て
﹂

﹃
印
度
哲
学
仏
教
学
﹄
一
九
︑
二
〇
〇
四
︑
九
〇
袞
一
〇
五
︵
石
飛

2006：
9-14
も
参
照
︶︒

(
)
例
え
ば
︑
Sung
Y
ong
K
ang,P
añcāvayava:
D
ie
fünfgliedrige
A
rgum
entations-

35form
in
den
frühen
D
ebattentraditionen
Indiens
m
itbesonderer
B
erücksichtigung

der
C
arakasam.hitā
V
i.8.30-36,G
öttingen
2007,209-214
(K
ang
前
掲
論
文
︑
2006:

164-165
も
参
照
︶︒

(
)
木
村
俊
彦
﹁﹃
方
便
心
論
﹄
の
論
理
と
立
場
﹂﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
五
四
・
二
︑
二
〇

36〇
八
︑
五
五
三
袞
五
六
三
︒

(
)
例
え
ば
︑
ブ
レ
ン
ダ
ン
・
ギ
ロ
ン
︵
B
rendan
S.G
illon,“A
n
E
arly
B
uddhist
T
ext

37on
Logic:F
ang
B
ian
X
in
Lun,”JournalofIndian
P
hilosophy
22
(2008):15-25︶
二
一

頁
︒

(
)
例
え
ば
︑
V
incent
E
ltschinger,B
uddhist
E
pistem
ology
as
A
pologetics,
W
ien

382014,175,n.251:“there
are
som
e
reasons
to
believe
that
the
V
Pr,the
(pseudo)-

Ā
ryadeva
corpus
and
the
*U
H
are
w
orks
com
posed,no
later
than
the
end
of
the

fourth
century
C
E
,in
an
intellectual
environm
ent
w
here
a
V
asu
(bandhu)
w
as

active.”

(
)
エ
ル
チ
ン
ガ
ー
前
掲
書
一
九
六
頁
注
一
九
︒

39(
)
例
え
ば
︑
山
本
和
彦
氏
︵
鎌
田
茂
雄
他
編
﹃
大
蔵
経
全
解
説
大
事
典
﹄
雄
山
閣
︑
一
九
九

40八
︑
四
五
八
頁
︶
は
﹃
方
便
心
論
﹄
の
解
説
で
︑﹁
竜
樹
の
諸
著
作
と
の
類
似
性
や
漢
訳
に

﹁
竜
樹
菩
薩
造
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
竜
樹
作
を
否
定
す
る
だ
け
の
決
定
的
な
根
拠

は
な
く
︑
彼
本
人
か
︑
彼
と
同
時
代
の
論
理
学
の
知
識
に
秀
で
た
大
乗
仏
教
徒
の
著
作
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

(
)
ギ
ロ
ン
前
掲
論
文
︵
G
illon
2008:21):“Prof.M
asaakiH
attori,w
ho
is
preparing
a

41translation
of
the
text
into
Japanese,has
suggested
that
the
text
m
ight
be
the
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result
ofa
com
pilation
various
texts.T
his
conjecture,iftrue,w
ould
explain
m
any

of
the
anom
alies
Fang
B
ian
X
in
L
un
presents.”

(
)
例
え
ば
︑
船
山
徹
﹃
仏
典
は
ど
う
漢
訳
さ
れ
た
の
か
袞
ス
ー
ト
ラ
が
経
典
に
な
る
と
き
﹄

42︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
三
︶
一
六
九
袞
一
七
二
頁
︒

(
)
飯
田
順
雄
﹁
方
便
心
論
﹂︵﹃
国
訳
一
切
経

論
集
部
一
﹄
大
東
出
版
社
︑
再
版
一
九
四
〇

43﹇
初
版
一
九
三
三
﹈︶
八
一
頁
︒

(
)
『因
明
大
疏
四
種
相
違
抄
﹄
に
つ
い
て
は
坂
上
雅
翁
﹁
珍
海
撰
﹃
因
明
大
疏
四
種
相
違
抄
﹄

44に
つ
い
て
﹂︵﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
三
三
・
二
︑
一
九
八
五
︑
六
二
三
袞
六
二
六
︑
珍
海
の

因
明
研
究
書
の
リ
ス
ト
は
六
二
四
頁
︶
を
参
照
︒

(
)
湛
然
は
﹃
止
觀
輔
行
傳
弘
決
﹄
巻
一
・
一
で
﹃
大
悲
マ
マ

方
便
論
﹄
に
つ
い
て
﹁
一
大
悲

45方
便
論
︑
明
天
文
・
地
理
・
作
寶
・
作
藥
︑
饒
益
世
間
﹂︵
T
46/146b20-21︶
と
述
べ
て
い

る
︒
同
文
は
法
雲
編
﹃
翻
譯
名
義
集
﹄︵
大
正
蔵
二
一
三
一
番
︶
巻
一
・
宗
釋
論
主
篇
第
一
〇

︵
T
54/1065c23-24︶︑
南
宋
の
天
台
僧
志
磐
撰
の
﹃
佛
祖
統
紀
﹄︵
大
正
蔵
二
〇
三
五
番
︑

T
49/174c21
の
細
注
︶
に
も
出
る
︒

(
)
T
50/318b15-18：﹁
廣
開
分
別
摩
訶
衍
義
︑
造
﹃
優
波
提
舍
﹄
十
有
萬
偈
︑﹃
莊
嚴
佛

46道
﹄︑﹃
大
慈
方
便
﹄
如
是
等
論
︒
各
五
千
偈
︒
令
摩
訶
衍
光
宣
於
世
﹂︒
後
代
の
文
献
の
言
及

も
こ
の
名
称
に
よ
っ
て
い
る
︒
道
世
撰
﹃
法
苑
珠
林
﹄︵
大
正
蔵
二
一
二
二
番
︑
T
53/

682c10-11︶︑
安
澄
撰
﹃
中
論
疏
記
﹄︵
大
正
蔵
二
二
五
五
番
︑
T
65/29b12：﹃
莊
嚴
佛
通

論
﹄
五
千
偈
︑﹁
大
慈
方
便
論
﹂
五
千
偈
﹂︶︑
善
珠
述
﹃
唯
識
義
燈
増
明
記
﹄︵
大
正
蔵
二
二
六

一
番
︑
T
65/332b27-28︶
な
ど
︒

(
)
T
42/214b13-15:﹁
四
標
量
破
︑
謂
如
龍
樹
所
造
﹃
方
便
心
論
﹄
及
﹃
迴
諍
論
﹄︑
世
親

47所
造
﹃
如
實
論
﹄
等
︑
並
各
略
標
世
間
因
明
三
支
五
分
比
量
道
理
︑
校
量
破
計
﹂︒
山
口
益

﹁
廻
諍
論
に
つ
い
て
﹂︵﹃
密
教
文
化
﹄
七
︑
一
九
四
九
︑
一
袞
一
九
︶
二
頁
も
参
照
︒
な
お
武

邑
尚
邦
氏
は
法
蔵
の
﹁
標
量
破
﹂︵﹁
量
を
立
て
て
評
破
を
行
う
﹂︶
に
つ
い
て
︑﹃
廻
諍
論
﹄
は

む
し
ろ
﹁
随
執
破
﹂
に
属
す
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
︵﹃
仏
教
論
理
学
の
研
究
袞
知
識
の
確

実
性
の
論
究
袞
﹄
百
華
苑
︑
第
二
刷
一
九
八
八
﹇
初
版
一
九
六
八
﹈︶︑
一
〇
六
頁
︶︒

(
)
桂
紹
隆
﹁
イ
ン
ド
論
理
学
に
お
け
る
遍
充
概
念
の
生
成
と
発
展
袞
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ

48

ー
か
ら
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
ま
で
袞
﹂︵﹃
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
﹄
四
五
︑
特
別
号
一
︑
一
九

八
六
︑
一
袞
一
二
二
︶
四
八
袞
四
九
頁
を
参
照
︒

(
)
文
軌
﹃
因
明
入
正
理
論
疏
﹄︵
卍
続
蔵
八
四
八
番
︶
X
53/684c12︵
＝
沈
剣
英
﹃
敦
煌
因

49明
文
献
研
究
﹄﹇
上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
﹈
三
二
八
頁
二
一
袞
二
二
行
︶：﹁
故
世
親
所

造
﹃
如
實
論
﹄
云
︑
因
有
三
︑
謂
﹁
是
根
本
法
︑
同
類
所
攝
︑
異
類
相
離
﹂︒﹃
如
実
論
﹄
中
の

対
応
箇
所
は
道
理
難
品
第
二
︑
T
32/30c20-21
(我
立
因
三
種
相
︑
是
根
本
法
︑
同
類
所
攝
︑

異
類
相
離
︶︑
31a11-12
も
参
照
︒
善
珠
は
文
軌
を
援
用
し
て
い
る
ら
し
く
同
文
を
記
す
︒
善

珠
︵
七
二
三
～
七
九
七
︶
撰
﹃
因
明
論
疏
明
燈
鈔
﹄︵
大
正
蔵
二
二
七
〇
番
︶
T
68/260a26-

28：﹁
故
眞
諦
譯
世
親
所
造
﹃
如
實
論
﹄
云
︑
因
有
三
相
︑
謂
根
本
法
︑
同
類
所
攝
︑
異
類
相

離
也
﹂︒
さ
ら
に
基
辨
は
善
珠
の
﹃
秋
篠
鈔
﹄
を
引
用
し
て
い
る
︒﹃
因
明
大
疏
融
貫
鈔
﹄︵
大

正
蔵
二
二
七
二
番
︶
T
69/128c20-22
(但
し
﹁
眞
諦
譯
﹂
は
割
注
扱
い
︶︒
武
邑
前
掲
書

︵
1988︶
四
六
頁
も
参
照
︒

(
)
Suzuko
O
hira,
A
Study
of
T
attvārthasūtra
w
ith
B
hās.ya,
w
ith
Special

50R
eference
to
A
uthorship
and
D
ate,
A
hm
edabad
1982,52.

(
)
谷
川
泰
教
﹁
原
始
ジ
ャ
イ
ナ
教
﹂︵
長
尾
雅
人
他
編
﹃
イ
ン
ド
思
想
�
﹄
岩
波
講
座
・
東

51洋
思
想
第
五
巻
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
八
八
︑
六
二
袞
八
六
︶
八
四
頁
︒

(
)
http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SA
T
/satdb2015.php.

52(
)
も
う
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
﹁
老
﹂
で
は
な
く
﹁
荖
﹂
を
想
定
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は

53な
い
︒
SA
T
2015
で
は
﹁
荖
﹂
と
﹁
差
﹂
の
異
文
関
係
が
二
例
み
ら
れ
る
︒

(
)
http://w
w
w
ap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/db.htm
l.

54
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即便言受 ! 即便言受 即便言受 即便言受

25a9 (a) 鑚燧 攅燧 攅燧 ! 攅燧

是故無常 是無常

24c20 應當問言 應常問言 ! 應常問言

一卷 ×

磧砂藏

（磧）
宮本（宮)

×

宋本（宋)

× ×

元本（元)

× ×

明本（明)

更相違反 更相違反 更相違反

25a4 何語能令 何謂能令

25a9 即便信受

24c12 又一切法 又一切滅

24c13

大正蔵(T)

× ×

大正蔵本文

龍樹菩薩造 龍樹菩薩造

金剛寺本（剛)

龍樹菩薩造 龍樹菩薩造

興聖寺本（興)

龍樹菩薩造

補 遺

高麗再雕

版（麗)

校異一覧（一部のみ)＊1

23b4

趙城金蔵

（金）

26a29 明負處品
方便心論明

負處品

方便心論明

負處品

方便心論明

負處品

方便心論明

負處品

26b5-6 更相違返

24c28 遍大 徧大 (徧大）

豈獨常乎 豈獨常乎 豈獨常乎 豈獨常乎 豈獨常乎

24c1 共身受耶 苦身受耶 苦身受耶

23c4 不作諦 不障諦 不障諦 不障諦 不障諦 不障諦

23b5 × × ×

屠獦等 屠獦等 屠獦等

26a25 (a) 刹利種 姶利種 姶利種 姶利種

24b22 珍寶 珎寶 珎寶 珎寶 珎寶

24b28 豈獨常也

外道論有法

23c3 總諦 挨諦 挨諦 穐諦 茜諦 揔諦 (揔諦）

是名類同 是名類同

26a20-21 龜毛鹽香 龜毛監香 龜毛監香 龜毛鹽(?)香

26a25 屠獵等

! 苦集滅道 苦集滅道 苦集滅道 苦集滅道 苦集滅道

24b14 無希求 無悕求 無悕求 無悕求

23b24 問曰 曰

23c2 外道有論法 外道論有法 外道論有法 !

我雖異

26a16 是名同類 是名類同 是名類同 是名類同

24a26 性障 如障

24b7 苦習滅道 苦集滅道

論又正欲

23b23 長諍論者 長靜論者

26a15 我雖異身 !

如樹杌
26a5 穐陀經典 婁陀經典 圍陀經典 圍陀經典

惱壞 壊者 壊者

23b20 正論。又欲

25c10 以那婆毛 那婆毛

26a2 如有樹杌 !

常幾 常幾

23b13 又造論者 又造者者

23b19

答

25b28 略則唯八 略則惟八

延興年 建興年 建興年 建興年 建興年

23b12 常樂 常幾

25b20 善知方藥 善方藥

25b26 答曰 答 ！

瑜伽外道 瑜伽外道 瑜伽外道

24a24 無漏差 無差 無差 ! 無差 無漏 無漏 無漏 無漏 無漏

23b5 (a) 西域三藏

是令所見 ! 是令所見 是令所見 是令所見

25b18 若見眞實 若是眞實 若是眞實 若是眞實 ! 若是眞實

24a23 踰伽外道 瑜伽外道 瑜伽外道

以指按目 以指案目 以指案目 ! 以指案目

25b13 是今所見 是令所見

苦集滅道 苦集滅道

24a15 四沙門果 四沙門

24a16 然衆香木 燃衆香木

25b6 相不明了 根不明了 根不明了 ! 根不明了

25b7

24a14 苦習滅道 苦集滅道 苦集滅道 苦集滅道 苦集滅道 苦集滅道

! 見火有因 見火有煙

25b4 最實 㝡實 㝡實 㝡實

若就喩者

23c21-22 而説喩耶 而説喩也 而説喩也 而説喩也 而説喩也 而説喩也

24a13 初異後同 初同後異

皆名爲夫

25a23 足手殊勝 足最殊勝 足手＜最＞殊勝 足最殊勝

25a29 見火有烟

衣非是味 衣非是味 衣非是味 衣非是味 衣非是味 衣非是味

23c18 若説喩者 若就喩者 若就喩者 若就喩者 若就喩者

二辭無義

25a20 皆名爲失

23c11 若先説界 若先語界 若説界

23c15 衣非是時 衣非是味 衣非是味 !

25a11-12 若宣諸義 若宣説諸義 若宣説諸義

25a16 二辭無異

24c22 須求 湏求 湏求 湏求 湏求
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28c14-15 是故諸有 是諸有

28c17 方便心論一卷 方便心論經一卷

26b16 而爲根覺 而爲相覺 而爲相覺 而爲相覺 而爲相覺 而爲相覺

26b20

磧砂藏

（磧）
宮本（宮) 宋本（宋) 元本（元)

＊1 空欄は大正蔵の本文と同文であることを示す。記号「 ! 」はママの意で強調を表す。記号「×」は大正蔵等に不在であることを表す。「宮

本」中の丸括弧は宮内庁本原典で確認した情報で、大正蔵に記載されていないものの補記を示す。記号「＜＞」は欄外等で追加された本

文を表す。

＊2 金蔵校勘記：資磧普南徑清作「問少答多」。

明本（明)

諸論法要 諸論法要 諸論法要 諸論法要 諸論法要 諸論法要

28c12 若種惡田 若種惡日

26b9 若不如是是名 ! 若不如是名

大正蔵(T) 大正蔵本文 金剛寺本（剛) 興聖寺本（興)
高麗再雕

版（麗)

趙城金蔵

（金）

28b24-25 答曰自有 答曰有 答曰有 答曰有 答曰有 答曰有

28c9-10 諸説法要 諸論法要 能說法要

五問少答多

五問少答名

（五問少答

多)＊2
五問少答名 五問少答名 五問少答名

27c26 二曰損減 二損減 二損減 二損減 二損減 二損減

27c26-27 五答多問少

方便心論相

應品

方便心論相

應品

方便心論相

應品

方便心論相

應品

27c15-16 云何名同 云何故同 云何故同 云何故同 云何故同 云何故同

如是等名 ! 如是次第名 ! 如是次第名 如是次第 如是次第 如是次第 如是次第 如是次第

27c8 相應品

我云何是常

28b18 娑羅樹子 婆羅樹子 婆羅樹子 婆羅樹子 婆羅樹子 婆羅樹子 婆羅樹子

即自是盜 即自是盜 即自是盜 即自是盜

27c5 而第五者 而第五人者 而第五人者 而第五人者 而第五人者 而第五人者

27c7

常説因縁

28b12 我云何常 我云何是常 我云何是常 ! 我云何是常 我云何是常

皆有斯過故 ! 有斯過故

27b25 即自爲盜 即自是盜

28b6 虚空與我 虚空覺我 空與我

28b10 當説因縁

27b18 (a) 非但唯獨 非俱唯獨 非但惟獨 ! 非但惟獨

27b19 皆有斯過

則到能割

28b1 是名不到 長名不到

何是滅因 何是滅因 何是滅因 何是滅因 何是滅因

27b18 當知有過 常知有過 ! 常知有過

如火不到 如大不到 ! 如大不到

28a29 則不能割

幾滴、滴數 幾滴、滴數

27a19-20 涅槃亦然 涅槃亦無 ! 涅槃亦無 涅槃亦無 涅槃亦無

27a28 是何滅因 何是滅目(?)

28a27 是名時因 是名時同 是名時同 是名時同 是名時同 是名時同

28a28-29

方便心論辯

正論品

方便心論辯

正論品

方便心論辯

正論品

方便心論辯

正論品

27a19 幾渧、渧數 幾滴、滴數 幾滴、滴數 幾滴、滴數 幾滴、滴數

是名僧多

28a24 復次汝立 復次汝

26c29 答曰 立曰

27a5 辯正論品

十四不相違 十四不相違 十四不相違

28a8 同於虚空 同虚空 同虚空 同虚空 同虚空 同虚空

28a8-9 是名増多

燈生即用

26c23 應當是常 應常是常 ! 應常是常

十三違 ! 十三違

27c29 十四不違 十四不相違 十四不相違

26c13 輕疾聽者 經疾聽者 經疾聽者 經疾聽者 經疾聽者 經疾聽者

26c22 燈生時即用 燈生即用 燈生即用 !

27c28 十曰時同 十曰時因 十曰時因 ! 十曰時因

27c28-29 十三相違 十三違

26c12 所因起 逢因起 逢因趣 逢因起 逢因趣

方便心論 方便心論 方便心論 方便心論 方便心論

27c27-28 九不遍同 九曰不遍同 九曰不遍同 ! !

而可難耶 而可難也 而可難也 而可難也 而可難也 而可難也

26c3 大棘刺 大棘葵 大棘葵 大棘葵 大棘葵



On the Kongōji and Kōshōji manuscripts of the Fangbian xin lun

Yasutaka Muroya

The Fangbian xin lun 方便心論（Taishō No. 1632）, also known as *Upāyahr
̇

daya/Pr-

ayogasāra, is a Buddhist manual of debate from an early phase in the history of Indian

dialectics and logic, the phase prior to the solidification of distinct Buddhist traditions of

reasoning. The original text in an Indic language like Sanskrit has been lost to us and is

only indirectly available through the（most probably first）Chinese translation by Jijiaye

吉迦夜 and Tanyao曇曜 of the Northern Wei Dynasty. The present paper focuses on text-

critical problems of the Chinese translation that remain in spite of a critical edition by

Hakuju Ui宇井伯寿（Tokyo 1925）and a recent detailed study by Michiko Ishitobi石飛道

子（Tokyo 2006）, and aims to discuss the genealogy of the text and its transmission by

way of a stemmatic approach. In this paper, one hundred and two cases are selected from

the collation of five primary sources in addition to the Taishō edition and four further

texts recorded therein. A survey of their genealogical affiliation is made. The present

author argues that the Fangbian xin lun is a text to which the so-called stemmatic analysis

can be applied effectively if it is undertaken on the basis of genealogically more

independent sources than the witnesses known from the Taishō edition（keyword:

outgroup comparison）. Such sources are found in old Japanese Buddhist manuscript

collections. For the present contribution, two manuscript materials are taken into account.

One of them, which is kept in the Kōshōji 興聖寺（Kyoto）collection and was copied in

1166, appears to be genealogically related to the Kaibao zan開宝蔵 or the First Carving of

the Goryeo edition高麗初雕本．The other is the 13th-century manuscript in the collection

of Kongōji 金 剛 寺（Kawachinagano, Osaka）, which is regarded as an “outgroup”

manuscript, namely, a source/group of sources that is genealogically not subordinate to

any other source/group. In order to examine the position of the archetype and prove its

relationship to the Kongōji manuscript, four cases are discussed in detail on the basis of

independent testimonies such as Huilin’s 慧琳 Yiqiejing yinyi 一切経音義（Taishō No.

2128）and the relevant catalogues of the Chinese Buddhist Canon. This examination

makes it plausible that the Kongōji manuscript represents a textual transmission

belonging to a manuscript tradition retained since the Nara period.


