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縁
起
思
想
は
仏
教
思
想
の
根
幹
で
あ
り
、
就
中
、
龍
樹

『中
論
」
は
大
乗
仏
教
の
思
想
的
根
幹
を
な
す
。
小
論
は
、
『中
論
」
を
手
が

か
り
に
し
て
縁
起
論
的
な
存
在
観
を
い
わ
ば
純
粋
に
原
理
的
な
可
能
性
を
探
る
試
み
で
あ
り
、
縁
起
思
想
の
根
幹
を
言
語
と
言
語
論
を
視

点
に
し
て
新
た
な
角
度
か
ら
の
問
題
構
成
を
図

っ
た
。
た
だ
本
人
の
縁
起
を
め
ぐ
る
積
年
の
疑
問
を
整
理
し
た
ま
で
で
、
け

っ
し
て

『中

論
』

の
文
献
的
、
語
義
的
専
論
で
は
な
い
。
吉
蔵
、
智
顎

の

『中
論
』
を
め
ぐ
る
教
学
の
検
討
も
必
須
の
事
項
だ
が
、
そ
れ
ら
は
中
国
に

(
1
)

お
け
る
教
学
的
発
展
の
総
括
と

い
う
性
格
を
具
え
る
こ
と
か
ら
、
『中
論
』
自
身
と
は
異
な

っ
た
課
題
で
展
開
さ
れ
て

い
る
、
や
は
り
今

後

の
課
題
で
あ
る
。

い
く

つ
か
の
場
面
で
意
外
な
問
題
の
様
相
を
垣
間
見
た
気
が
す
る
が
、
も
と
よ
り
本
人
の
思
考
実
験
の
域
を
出
な
い

試
論

で
あ
る
、
た
だ
叱
正
を
乞
う
だ
け
で
あ
る
。

209
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勝
義
諦
と
全

一
無
常

の
縁
起

全一無常の縁起

『
中
論
』
「帰
敬
序
」
に
云
う
、
「不
生
不
滅

不
常
不
断

不

一
不
異

不
来
不
去
、
戯
論
が
寂
滅
し
て
お
り
、
吉
祥
で
あ
る
、
そ
の

よ
う

な
縁
起
を
説
示
さ
れ
た
、
正
し
く
覚

っ
た
者

(ブ
ッ
ダ
)
に
、
も
ろ
も
ろ
の
説
法
者

の
中
で
最
も
す
ぐ
れ
た
人
と

し
て
、
私
は
敬
礼

(
2
)

す
る
」
こ
の
帰
敬
偶
の
い
わ
ゆ
る

「八
不
」
を

い
か
に
理
解
す
る
か
。
そ
れ
は

『大
般
若
経
』
に
点
在
す
る
否
定
表

現
を
龍
樹
は

『中

(
3
)

論
』
成
立

の
最
終
段
階
で

「八
不
の
縁
起
」
に
ま
と
め
て
、
し
か
も
冒
頭
に
配
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
帰
敬
偶
は
そ
こ
に

『中
論
』
全
体
の
総
括
と
し
て
の
性
格
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
(三
枝

『龍
樹
』

一
五
二
頁
は
す
で
に
そ
う
理
解
し
て
い
る
)
縁
起

に
係

る
八
不
、
戯
論
寂
滅
、
吉
祥
で
あ
る
と

い
っ
た
語
は
、
い
か
な
る
縁
起
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。

『
中
論
』
が
縁
起
を
説
き
明
か
す
に
、
も
う

一
つ
の
重
要
な
要
素
が
二
諦
説
と
し
て
明
か
さ
れ
る
言
葉
に
係
わ
る
根
本
的
な
規
定
で
あ

る
。

『中
論
』
「観
四
諦
品
」
(逡
山
○)
に
云
う
二
諦
説
で
は
、
勝
義
諦
は
表
現
そ
れ
自
体

(こ
と
ば
、
論
理
)
が
不
可
能

で
あ
り
、
言
葉
は

(
4
)

世
俗
諦
に
於

い
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
、
し
か
し
、
『中
論
』
に
お
い
て
勝
義
諦
の
内
容
は
語
ら
れ
て
い
な

い
、
と

さ
れ
る
。
こ
れ
は

い
か
な
る
意
味
か
。

帰
敬
偶
が

「戯
論
が
寂
滅
し
て
お
り
、
吉
祥
で
あ
る
、
そ
の
よ
う
な
縁
起
を
説
示
さ
れ
た
」
と

い
う
の
は
二
諦
説

の
構
造
そ
の
も

の
で

は
な

い
の
か
。

即
ち
、
八
不
、
戯
論
寂
滅
、
吉
祥

の
縁
起
と
は
、
ま
さ
に
勝
義
諦
を
指
し
、
仏
陀
は
そ
の
よ
う
な
縁
起
を
説
示
さ
れ
た

(「能
説
是
因

縁
」
)
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
勝
義
諦
の
言
語
的
展
開
と
し
て
の
世
俗
諦

で
あ
る
。
帰
敬
偶
に
は
す
で
に

『中
論
』

の
論
理
、
二
諦
説

が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

八
不
の
縁
起
も
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
が
、
八
不
中
道
は
漢
訳
に
よ
る
中
国
三
論
独
自
の
説
だ
と
し
て
も
、
戯
論
寂
滅
、
吉
祥
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と
共
に
八
不
が
縁
起
に
か
か
る
修
飾
語
で
あ
れ
ば
、
こ
の
縁
起
は
、
言
葉
に
依
拠
し
た
世
俗
諦

の
縁
起

(諸
法
縁
起
)
に
止
ま
る
か
、
ま

さ
に
勝
義
諦

の
縁
起

の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
八
不
と
は

一
切
の
同
時
否
定
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
主
語
は

「諸
法
」
で
あ
る
、

「何
か
或
る
も

の
が
八
不
で
あ
る
縁
起
」
(三
枝

『龍
樹
』

一
五
一
ー

一
七

一
頁
)
と
理
解
す
る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
、
か
く
し
て
三
枝
氏
自

身
が
指
摘
す
る
よ
う
に
い
わ
ば
四
句
分
別
を
悉
く
粉
砕
し
た
先
に

「空

の
実
相
を
照
出
す
る
」
(同
書
)
の
が

『中
論
』

で
あ
る
。

し
か
し
む
し
ろ
、
八
不
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

「そ
れ
は
～
で
あ
る
」
と

い
う
肯
定
表
現
が
不
可
能
な
事
態
、
主
語

で
あ
る

「諸
法
」
を

定
立

で
き
な

い
こ
と
の
表
明
で
あ
り
、
言
葉
で
言

い
当

て
る
こ
と

(規
定
)
が
で
き
な
い
勝
義
諦
は
、
「
～
で
は
な
い
」
と

い
う
八
不
の

否
定

で
指
し
示
す
他
な
い
、
「存
在
す
る

(限
定
さ
れ
る
)
も
の
の
全
条
件
の
否
定
」
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
勝
義
諦

の
縁
起

で
あ
る
。
は
た

し
て
帰
驚

に

蕨

論

(言
証器

的
展
開
H
プ
ラ
パ
ン
チ
ャ
)
の
止
滅
し
た

(で
み
説
)L
と
云
う

「止
滅
」
と
は
、

い
か
な
る
意
味
か
。
言

語
の
消
滅
、
止
滅
と
は
、
む
し
ろ
言
語
表
現
の
不
可
能
と
理
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
言
語
に
は
止
滅
や
消
滅
の
概
念
は
妥
当
せ
ず
、

可
能
と
不
可
能
だ
け
が
あ
る
。
こ
れ
は
厳
密
に
相
違
す
る
の
で
あ
る
。

帰
敬
偶
は

「戯
論
寂
滅

の
縁
起
」
が
、
最
終
的
に

「覚
者
に
よ

っ
て
説
示
さ
れ
た
」
と
い
う
。
「戯
論
寂
滅

の
縁
起

」
は
、
し
か
し
仏

陀
に
お
い
て
言
表
が
為
さ
れ
た
。
確
か
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
八
不
は

『中
論
』

の
説
示
で
あ
り
、
仏
陀
が

「
八
不
」
を
説
示
さ
れ
た
の

で
は
な

い

(三
枝

『龍
樹
』

一
七

一
頁
)
が
、
八
不
は
縁
起
に
係
る
の
で
あ
る
か
ら
、
言
表
不
可
能

(八
不
、
戯
論
寂
滅
)
な
勝
義
諦
の
縁
起

を
ブ

ッ
ダ
は
悟
り
、
な
お
か
つ
説
示
さ
れ
た

(能
説
是
因
縁
)
と
龍
樹
は
理
解
し
た
の
で
は
な
い
か
。
帰
敬
偶
は
言
語
表
現

の
不
可
能

(を

知
る
こ
と
)
の
表
明
で
あ

っ
て
、
八
不
の
全
体
が
縁
起
に
か
か
る
否
定
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
は
勝
義
諦
を
言
い
あ
て
る
為
と
す
れ
ば
、
「
八

(
6
)

不
に
し
て
、
戯
論
寂
滅
の
縁
起
」
は
勝
義
諦

の
縁
起
で
あ
る
か
ら
仏
陀
が
覚

っ
た
縁
起

の
理
法
と
別
で
は
な
い
と
理
解

で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
勝
義
諦
の
縁
起
は
、
世
俗
諦
に
お
い
て
否
定
的
に
辛
う
じ
て
言
語
表
現
さ
れ
た

(二
諦
説
)、
故
に
仮
説
で
あ
り
、
縁
生
で
あ
り
、
即

ち
世
俗
諦
の
縁
起
が
成
立
す
る
。
そ
れ
は
世
俗
諦

の
言
葉
の
源
泉
で
も
あ
る
と
考
え
れ
ば
帰
敬
偶
の
意
味
も
斯
様
に
理
解
可
能
と
な
る
。

(
7

)

帰
敬
偶
は
八
不
で
修
飾
さ
れ
る
勝
義
諦

(
の
縁
起
世
界
)
の
立
場

の
提
示
で
あ
る
。
こ
の
勝
義
諦

の
縁
起
を
仮
に

「全

一
無
常
の
縁
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(
8
)

起
」
と
呼
ぶ
。
全

一
無
常

の
勝
義
諦

の
縁
起
は
諸
法
が
解
体
し
た
縁
起
、
法
が
名
辞
か
ら
解
き
ほ
ど
か
れ
た
縁
起

(の
全
体
)
で
あ
り
、

即
ち
依
然
と
し
て

「空
」
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
。

世
俗
諦
は

「諸
法
の
縁
起
」
で
あ
る
無
限
連
鎖

の
全
体
で
あ
る
が
、
勝
義
諦
は
諸
法
の
名
辞
が
解
体
し
た

「全

一
無
常
の
縁
起
」

の

「名
付
け
得
ぬ
」
全
体
で
あ
る
。
全

一
無
常
の
縁
起
は

「あ
る
も
の
」
と
い
う
分
節
を
持
た
な
い
、
「あ
る
も
の
の
変
化
」
と
い
う
認
識
を

(
9
)

形
成
し
な
い
縁
起

の
連
関
の
全
体
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
「縁
生
は
不
生
」、
「縁
起
は
生
滅
を
離
れ
て
い
る
」
が
龍
樹

の
思
想
と
い
う
こ
と

も

可
能
で
あ
る
。
勝
義
諦
と
は
言
語
の
形
式
で
表
出
で
き
な

い

「全

一
無
常
」
の
縁
起
を
観
る
こ
と
で
あ
り
、
決
し

て
神
秘
的
直
観
で
は

な

い
。
そ
し
て
言
語

の
不
可
能
を
意
志
的

に
断
念
す
る
こ
と
で
も
な

い
。
言
表
の
不
可
能

(言
語
の
形
式
を
超
え
て
い
る
)
が
全

一
無
常
の

縁
起
だ
か
ら
で
あ
る
。

八
不
の
因
縁
の
説
示
は
、
戯
論
寂
滅

(言
表
不
可
能
)
の
勝
義
諦
に
係
り
、
勝
義
諦
の
世
界
そ
の
も

の
を
指
し
示

し
て
い
る
と
理
解
し

た

の
だ
が
、
法
が
名
辞
か
ら
解
き
ほ
ど
か
れ
た

「全

一
無
常
」
の
縁
起
を
実
相
と
し
て
観
る
こ
と
は
、
そ
の
限
り
で
実
に
人
間
の
認
識
の

形
式
即
ち
言
語
的
了
解
を
超
え
て
い
る
。
そ
れ
は
事
象
の
全
体
ゆ
え
に
名
づ
け
得
な
い
、
言
表
の
不
可
能
性
で
あ
る
。
『中
論
』
は
冒
頭

の
帰
敬
偶
に
お
い
て
、
こ
の
勝
義
諦
を
提
示
し
た
。
八
不
は
縁
起
、
そ
れ
も
勝
義
諦
の
縁
起
を
指
す
の
で
あ
る
。

帰
敬
偶
か
ら
二
諦
、
特
に
勝
義
諦
の
言
表
不
可
能

の
意
味
を
考
え
、
帰
敬
偶
こ
そ
、
勝
義
諦

の
縁
起
を
冒
頭
に
提
示
し
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
た
。
勝
義
諦
の
定
義
か
ら
云

っ
て
も
そ
れ
は
帰
敬
偶
の

一
偶
に
尽
き
て
い
る
。
従
来
、
『中
論
』
諸
品

の
言
葉
は
そ
の
否
定
表

現
故
に
言
葉
に
よ
る
言
葉

の
自
己
否
定
、
言
葉

の
限
界
を
指
摘
す
る
作
業
を
通
じ
て
戯
論
寂
滅
即
ち

「戯
論

(言
語
論
的
展
開
1ー
プ
ラ
パ
ン

(
10
)

チ
ャ
)
の
止
滅
」
(立
川
)
に
向
か
う
言
説
と
理
解
さ
れ
た
。
『中
論
』
は

「戯
論
の
止
滅
」
に
向
か
う
否
定

の
論
理

で
は
な
い
の
か
、
と

(
11

)

い
う
理
解
は
根
強
い
。
即
ち
、
『中
論
』
の
所
説

の
大
部
分
は
世
俗
諦
か
ら
勝
義
諦
と
い
う
到
達
す
べ
き
目
的
に
向

か
う
上
向
法

の
論
理

で
あ
り
、
戯
論
寂
滅
の
当
所
で
あ
る
勝
義
諦
は
詳
説
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
冒
頭
の
帰
敬
偶
が
勝
義
諦

の
端
的
な
提
起
だ
と

理
解
す
る
と
、
以
後
の

『中
論
』
各
品
は
そ
れ
は
勝
義
諦
か
ら
の
言
語
展
開
、
勝
義
諦

の
言
語
的
表
現
と
し
て
の
世
俗
諦
の
展
開
と
い
う
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性
格
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
真
理
表
現
を
め
ぐ
る

「上
向
法
」
「下
向
法
」

の
問
題
と

い
え
る
。

い

っ
た
い

『中
論
」
の
言
説
は
、
言
葉
を
通
し
て
真
理
を
明
ら
か
に
し
、
世
俗
諦
か
ら

コ
言
語
の
止
滅
」
を
目
標
と
し
て
勝
義
諦
に
向

か
う

(上
向
法
)、
即
ち
世
俗
諦

の
否
定
な
の
か
、
逆
に
勝
義
諦

の
立
場
か
ら
す
る
真
理

(即
ち
勝
義
諦
)
表
現
の
言
葉

(下
向
法
)、
そ
れ

が
世
俗
諦
の
言
表
の
限
界
と
し
て
の
否
定
表
現
で
は
な
い
の
か
、
こ
れ
は
問
わ
れ
て
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
法
は
解
体
さ
れ
て
空
で
あ

る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る

(上
向
)、
逆
に
空
か
ら
色
が
立
ち
上
が

っ
て
く
る

(下
向
)
と
い
う
、
二
方
向

で
云
え
ば
、
従
来

の
解
釈
は
、

(
12
)

『中
論
」
の
各
品
を
勝
義
諦
を
目
指
す
世
俗
諦
の
言
語

(上
向
法
)
と
理
解
し
た
。
例
え
ば
立
川
武
蔵
氏
は

「四
句
分
別
は
全
現
象
世
界

の

止
滅

を

「言
語
的
展
開
」
の
止
滅
に
よ

っ
て
果
た
そ
う
と
し
た
龍
樹
が
…
…
用
い
た
手
段
」
で
あ
り
、
「空
性
は
こ
と
ば
を
超
え
た
も

の

で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
…
…
あ
く
ま
で
論
理
の
中
に
留
ま
り
な
が
ら
、
し
か
も
、
こ
と
ば
の
寂
滅
し
た

「空
性
」
を
求
め
た

(
13
)

の
で
あ
る
。
…
…
空
性
は
そ
の
よ
う
な
追
究

の
末
に
あ
る
の
だ
、
と

い
う
確
信
」
だ
と
い
う
。
し
か
し

『中
論
』
は
言
語
の
否
定
を
通
し

て
勝
義
諦
に
向
か
う
偶

(上
向
法
)
ば
か
り
と
は
断
言
で
き
な
い
。
そ
れ
で
は

『中
論
』
の
否
定
表
現
の
意
味
は
失
わ
れ
る
。
む
し
ろ
逆

に
勝
義
諦

(空
)
か
ら
出
発
す
る

「空
」
の
言
語
表
現
が
、
矛
盾
と
否
定

の
限
界
的
な
表
現
を
不
可
避
に
し
た
と
理
解

で
き
る
の
で
は
な

い
か
。
勝
義
諦

(真
理
の
立
場
)
か
ら
の
言
語
的
展
開

(戯
論
)
が
世
俗
諦
で
あ
る
と
い
う

「下
向
法

(聖
B
昌
俗
C
)」
的
理
解
が
十
分
に

可
能

で
あ
る
。

常

に
完
全
に
勝
義
諦
を
言
い
当
て
る
こ
と
の
で
き
な
い

「
こ
と
ば
」
と
、
言
語
を
背
理
に
導
く
こ
と
に
よ

っ
て
し
か
所
在
を
示
す
こ
と

が
で
き
な
い
勝
義
諦
と
、
い
つ
れ
も
言
表

の
不
可
能
な
勝
義
諦
か
ら
す
る
背
理
を
抱
え
た
言
語
表
現

(下
向
法
)
と
し

て
の
世
俗
諦

(の

言
語
11
仮
説
)
で
あ
る
。
帰
敬
偶
以
後

の
偶
は
全
体
と
し
て

「世
俗
諦
縁
起

の
限
界

(矛
盾
)」
を
説
き
示
す
形
で

「世
俗
諦
縁
起
で
は
な

い

(否
定
)」
と
い
う
意
味
で
勝
義
諦
を
指
示
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

龍
樹
が

「言
語
的
展
開
」
を
通
し
て
、
む
し
ろ
そ
の
止
滅
を
達
成
し
た
と
こ
ろ
が

「空
性
」
で
あ

っ
た
と
し
た
ら
、
空
性
を
指
し
示
す

言
葉

の
了
解
の
先
に
空
性
が
実
現
さ
れ
る
か
、
そ
れ
は
言
葉
か
ら
断
絶
し
た
先
に
見
い
だ
さ
れ
る
何
か
だ
。
そ
れ
が
言
語
の
限
界
を
指
し
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示
す
と
し
て
も
、
言
語
の
挫
折
そ
の
こ
と
自
体
は
言
語
の
止
滅
や
、
空

へ
の
到
達
を
目
的
と
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
ま
し
て

「言
語

的
展
開
」
の
先
で
空
性
に
到
達
で
き
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
言
語
表
現
が
空
性
を
前
提
と
し
、
空
性
か
ら
出
発
し
て

い
る
、
即
ち
空
性

の
言
語
表
現

(仮
説
)
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
逆
で
は
な
い
、

つ
ま
り

「仮
説
」
が
空
に
到
達
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
言
語
自

身
の
展
開
が
言
語
の
止
滅
を
達
成
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
矛
盾
や
否
定

の
こ
と
ば
は

一
向
に
こ
と
ば
の
否
定
に
は
な
ら
な

い
。
じ
つ
は
そ
れ

は
逆
転
し
て
い
る
。
執
拗
な
矛
盾
と
否
定

の
言
語
表
現
が
空
を
表
現
す
る

(仮
説
)
の
で
は
な
く
、
言
語
の
止
滅
を
目
的
と
す
る
空
に
至

る
道
と
理
解
す
る
必
然
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
そ
し
て
否
定
表
現
は
言
語
の
消
滅
に
到
達
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
世
俗
諦
の
縁
起
は
、

諸
法
縁
起
で
あ
り
、
法

(名
辞
11
言
語
的
分
節
化
)
を
立
て
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
仮
説
で
あ
り
、
そ
れ
は
無
自
性
な
法

の
相
依
的
縁
起
と
い

う
言
表
の
限
界

(矛
盾
)
を
抱
え
、
や
が
て
そ
れ
を
露
呈
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て

『中
論
』
の
各
品
に
は
、
勝
義
諦

(真
理
の
立
場
"

空
性
)
と
そ
こ
か
ら
の
言
語
的
展
開

(戯
論
)
と
い
う
意
味
で
の
世
俗
諦

の
縁
起

(下
降
法
)
と
い
う
視
点
が
必
要
で
あ
る
。
勝
義
諦
の
言

語
表
現
、
た
だ
し
背
理
を
含
ん
だ
言
表
と
し
て
下
降
法
的
な
表
現
を
含
む
の
で
は
な
い
か
、
こ
れ
は
各
品
、
各
偶
の
個
別
検
討
が
必
要
と

な
る
の
だ
が
。

例
え
ば

『中
論
』
「観
如
来
品
第
二
十
二
」
は
如
来
に
つ
い
て
依
然
と
し
て
認
識
の
不
可
能
を
説

い
て
い
る
。

B
山

一

「空
で
あ
る
」
と
語
ら
れ
る
べ
き
で
は
な

い
。
(そ
う
で
な
け
れ
ば
)
「不
空
で
あ
る
」
「両
者
で
あ
る
」
ま

た

「
両
者

で
は
な

い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
(こ
れ
ら
は
)
想
定

(仮
に
説
く
)
の
た
め
に
説
か
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。」

N
卜。山
b。

こ
の
寂
静
で
あ
る

(如
来
)
に
つ
い
て
、
常
住
で
あ
る
、
常
住
で
な
い
な
ど
の
四
種
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て

(成
立
)
す
る
だ

ろ
う
か
。
こ
の
寂
静
で
あ
る

(如
来
)
に
つ
い
て
、
有
限
で
あ
る
、
無
限
で
あ
る
な
ど
の
四
種
も
ま
た
ど
の
よ
う
に
し
て

(成
立
)

す
る
だ
ろ
う
か
。

卜⊃
甲

一。。

お
よ
そ

「如
来
は
存
在
す
る
」
と

い
う
深
い
執
着
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
者
は
、
浬
桑
に
入

っ
た

(入
滅
し
た
)
如
来
に
つ
い

て
も
ま
た
、
「如
来
は
存
在
し
な
い
」
と
分
別
し
想
定
す
る
だ
ろ
う

(三
枝

『中
論
』
下
五
八
七
頁
)



全一無常の縁起215

果
た
し
て
こ
こ
に
四
句
分
別
は
維
持
さ
れ
て
い
る
か
、
言
語
の
否
定
を
通
し
て
空
に
向
か
う

(上
向
法
)
論
理
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
。

こ
こ
に
竺

切
の
形
式
論
の
否
定
が
顕
著
で
臥
解

勝
義
諦
の
言
表
不
可
能
を
・
背
理
を
含
ん
だ
ま
ま
に
言
表
す
る
こ
と
で
勝
義
諦
の
あ

り
さ
ま
を
指
示

(暗
示
)
し
た
論
理
と
し
か
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

(
15
)

ま
た

一
方
で

『中
論
』
は

「如
来
は
戯
論

(プ
ラ
パ
ン
チ
ャ
)
を
超
え
て
い
る
」
と

い
う
。

卜⊃
b。山
α

如
来
は
戯
論
を
超
越
し
て
い
て
、
し
か
も
戯
論
は
人
を
害
し
如
来
を
見
え
な
く
す
る
。
同
品
に
、

N
卜。-
一①

如
来
の
自
性
は
そ
の
ま
ま
世
間

(世
界
)
の
自
性
で
あ
る
。
如
来
に
自
性
無
く
、
世
間
も
自
性
が
無

い
。
(三
枝

『中
論
』
下
五

九
三
頁
)

こ
こ
で
も
、
否
定

の
論
法
は
勝
義
諦

(空
性
)
に
向
か

っ
て
戯
論
を
寂
滅
に
導
く
た
め
の
方
法

(上
向
法
)
と
の
み
理
解
し
て
は
、
超
論

理
に
陥

っ
て
し
ま
う
。
ま
た
例
え
ば
、
「観
法
品
第
十
八
」
は
ア
ー
ト
マ
ン
の
考
察
と
名
づ
け
ら
れ
る
が
、
全
体
と
し

て

一
切
の
論
述
を

背
理

に
導
く
特
徴
が
見
え
、
こ
れ
は
、
戯
論
の
止
滅
を
目
指
す
言
語
の
否
定
表
現

(上
向
法
的
)
と
理
解
す
る
と
超
論

理
的
な
空
に
帰
着

せ
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
勝
義
諦
か
ら
下
降
法
的
に
論
述
の
不
可
能
を
言
表
し
て
い
る
と
理
解
す
る
な
ら
、
翻

っ
て
勝
義

諦
に
お
け
る
法
の
解
体
、
言
表

の
不
可
能
と
い
う
、
法
空
、
全

一
無
常
の
縁
起
を
指
し
示
し
て
い
る
の
に
他
な
ら
な
い
。

一
G。-
N

我
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
我
が
も
の

(我
所
)
は
、
ど
う
し
て
、
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
我
と
我
が
も

の
と
が
消
滅
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
我
が
も
の
と
い
う
観
念
を
離
れ
、
自
我
意
識
を
離
れ
る
。

一
〇。-
㎝

業
と
煩
悩
と
が
滅
す
れ
ば
、
解
脱
が
あ
る
。
業
と
煩
悩
と
は
、
分
析
的
思
考

(分
別
)
か
ら
起
る
。
そ
れ
ら
は

(分
析
的
思
考
)

は
、
戯
論

(想
定
さ
れ
た
論
議
)
か
ら
起
る
。
し
か
し
、
戯
論
は
空
性
に
お
い
て
滅
せ
ら
れ
る
。

「
戯
論
は
空
性
に
お
い
て
滅
せ
ら
れ
る
。
」
と
い
う
諸
法

の
空
は
、
諸
法
が
名
辞
を
始
め
と
す
る
戯
論
か
ら
解
き
放
た
れ
る
と
こ
ろ
で
明

ら
か
に
な
る
。
諸
法

(名
辞
)
は
世
俗
諦

(の
分
別
)
ゆ
え
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
言
語

(戯
論
)
は
ま
た
妄
分
別
の
原
因
で
も
あ
る
。

そ
の
名
辞
が
解
体
す
る
の
が
勝
義
諦
の
世
界
で
あ
る
。
名
辞
か
ら
解
き
放
た
れ
た
法
は
法
と
し
て
解
体
す
る
か
ら
、
空

で
あ
る
。
し
か
し
、



全一無常の縁起216

そ

の
空
は
直
ち
に
妄
分
別
に
お
い
て
諸
法
を
成
立
さ
せ
る
当
体
で
あ
る
。
全

一
無
常

の
縁
起
が
名
付
け
得
ぬ
全
体

(人
間
の
認
識
形
式
を
超

え
た
、
認
識
の
不
可
能
)
と
し
て
空
で
あ
る
が
、
同
時
に
世
俗
諦
の
戯
論
の
源
泉
と
し
て

「
あ
る
」
。
こ
こ
に
二
諦
が
相
即
す
る
源
基
的
な

場
面
が
あ
る
と

い
え
る
。

一
。。-
①

「も
ろ
も
ろ
の
仏
は
、
「我

(が
有
る
)
と
も
仮
説
し
、
「我
が
無
い

(無
我
で
あ
る
)」
と
も
説
き
、
「
い
か
な
る
我
も
無
く
、
無

我
も
無

い
」
と
も
説
い
て
い
る
。」

(
16
)

で
は
そ
の
場
合
、
「仏

の
説
く
場
合
の
言
葉
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
」
か
、
同
じ
く
言
葉
の
対
象
の
止
滅
、
「戯
論

(言
語
論
的
展
開
ー
プ

ラ
パ
ン
チ
ャ
)
の
止
滅
」
は
表
現
対
象

の
寂
滅
で
も
あ
る
、
と
理
解
さ
れ
る
。
即
ち
、

一
c。高

「心

の
作
用
領
域

(対
象
)
が
止
滅
す
る
と
き
に
は
、
言
語
の
作
用
領
域

(対
象
)
は
止
滅
す
る
。
ま
さ
に
法
性

(真
理
)
は
、

不
生
不
滅
で
あ
軌

ニ
ル
ヴ
7

ナ
の
よ
う
で
あ
る
・」
三

枝

『中
論
』
中
四
九
三
則
)
心
の
対
象
が
止
滅
し
た
故

に

(言
葉
に
よ
る
)

表
現
さ
れ
る
も
の
は
止
滅
す
る
。
(立
川
訳
)
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
目
的
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
妥
当
だ
ろ
う
か
、
し
か
し
、
次

の
偶
は
勝
義
諦
が
観
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
示
す
。

一
c。め

「他
に
縁

っ
て
知

(ら
れ
)
る
の
で
は
な
く

(他
の
も
の
に
依
ら
ず
)、
寂
静
で
あ
り
、
も
ろ
も
ろ
の
戯
論
に
よ
っ
て
戯
論
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
分
析
的
思
考

(概
念
作
用
を
離
れ
)
を
は
な
れ
、
多
義

(別
異
の
も
の
)
で
は
な

い
、
こ
れ
が
真
実

の
特
質

(実
相
)
で

(
18

)

あ
る
。」
(三
枝

『中
論
』
中
四
九
七
頁
)

い
ず
れ
も
勝
義
諦
の
描
写
と
し
て
理
解
で
き
る
が
、
勝
義
諦
は
直
接
、
観
る
こ
と
が
で
き
る

「全

一
無
常
の
縁
起
」
を
指
し
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
次
い
で

『
中
論
』
「観
去
来
品
第
二
」
の
い
わ
ゆ
る
運
動
否
定

の
論
理
は

『中
論
』
の
基
本
的
論
法

(中
村

『龍
樹
』

二

七
頁
)
と
さ
れ
る
が
、

そ
こ
で
は
運
動
の
言
表
は
背
理
に
陥
る
、
運
動
と
主
体
を
分
割
し
て
再
統
合
す
る
こ
と
の
矛
盾
を
言
語
が
避
け
ら
れ
な

い
こ
と
を
指
摘
す

る
。

「観
五
陰
品
」
第
四
に
云
う
、
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蔭虞

あ
る
も
の
が
既
に
あ
る
と
き
因
は
成
り
立
た
ず
、
あ
る
も
の
が
既
に
無
い
と
き
も
因
は
成
り
立
た
な
い

年
㎝

し
か
し
、
因
が
な
く
し
て
何
か
が
あ
る
こ
と
は
成
り
立
た
た
な
い
、
だ
か
ら
、
あ
る
も

の
を
分
析
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
(三

枝

『中
論
』
上
一
七
七
頁
)

別
釈
で
は
原
因
を
持
た
な
い
現
象
す
る
物
質
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
も
、
決
し
て
成
り
立
た
な
い
。
そ
れ
故
、
現
象
す
る
物
質
に
関
し

(
19

)

て
は
、
ど
の
よ
う
な
諸
分
析
的
思
考
を
も
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

こ
の
議
論
は
、
青
目
註
も
因
果
関
係

の
持

つ
論
理
矛
盾
を
察
知
し
て
お
り
、
因
無
く
し
て
有
る
こ
と
は
な
お
さ
ら
把
握
し
が
た

い
、
だ

か
ら
あ
る
も
の
の
分
析
は
で
き
な
い
、
分
析
で
き
た
と
思
う
の
は
凡
夫
で
あ
る
、
と
続
け
る
。

若
因
中
有
果
因
中
無
果
。
此
事
尚
不
可
得
何
況
無
因
有
色
。
是
故
言
、
無
因
而
有
色
。
是
事
終
不
然
。
是
故
有
智
者
。
不
慮
分
別
色
。

分
別
名
凡
夫
。
(日
G。○-葛
。)

諸
法
が
縁
生
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
が
縁
起
だ
と
す
る
と
、
相
依
相
関
は
諸
法
の
無
限
連
鎖
と
な
る
。
そ
れ
は
時
間
空
間
を
問
わ
ず
因

縁
は
諸
法
の
全
体
に
及
ぶ
だ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
根
底
で

「無
因
而
有
色

是
事
終
不
然
」
と

「因
中
有
果
因
中
無
果
」

の
基
本
的
な
矛

.

盾
を
抱
え
る
。
二
法

(運
動
と
主
体
)
を
関
連
づ
け
る
こ
と
の
不
可
能
と
、
二
法
が

一
で
あ
る
こ
と

の
不
可
能
と
、
そ
れ
は
色
11
法

(あ
る

(
19
)

も
の
)
の
同

一
性
を
仮
説
し
た
と
き
に
生
じ
る
矛
盾
で
あ
る
。
そ
れ
は
二
法
に
分
割
し
た
と
き
分
別
に
落
ち
て
い
る
し
、
二
法

(異
)
を

一

(同
)
に
し
て
し
ま
う

「
八
不
中
道
」
と

い
う

「中
」
に
解
決
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
「是
故
有
智
者

不
鷹
分
別
色
」
で
も
な
く
、

何
よ
り
色
法
以
前
の
場
面
で
縁
起
は
理
解
で
き
な
い
の
か
、
と
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

(
20
)

あ

ら
ゆ
る
法
は
相
関
関
係
を
な
し
て
成
立
し
て
い
る
と
は
、
縁
起
を
説
明
す
る
常
套
語
で
は
あ
る
。
「此
れ
あ
る
と
き
彼
あ
り
、
此
れ

(
21
)

生
ず

る
と
き
彼
生
じ
、
此
れ
無
き
と
き
彼
な
く
、
此
れ
滅
す
る
よ
り
彼
滅
す
」
と

い
う
、
相
依
相
関
の
説
明
に
別
段
の
奇
異
さ
は
な
い
だ

ろ
う

。
し
か
し
、
あ
る
も
の

「法
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
因
と
縁
に
依

っ
て
成
り
立

つ
、
そ
の
影
響
の
下
に
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
体
は
空

で

あ
る
、
と
解
す
る
な
ら
そ
れ
は
い
わ
ば
世
俗
諦
の
縁
起
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
限
り
で
正
し
い
。
何
よ
り
法
は
縁
生
の
法

に
付
さ
れ
た
名



218全一無常の縁起

(
22

)
辞
で
あ
る
が
、
名
辞
は
言
語
的
分
節
⊥
言
語
世
界
の
存
在
で
あ
る
限
り
、
縁
生
の
法
は
、
縁
起
11
因
果
の

「無
限
遡
及
性
」
の
矛
盾
に
陥

(
23
)

る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
法

の
相
依
性

(「無
限
遡
及
性
」)
は
、
因
果
論
の
矛
盾
を
導
く
。
あ
る
法
を
成
り
立
た
せ
る
縁
起

は
無

限
連
鎖
に
陥
る
し
、
因
果
に
お
い
て
別
の
法
に
変
化
す
る
そ
の
変
化
が
説
明
で
き
な
い
。
こ
れ
は
因
果
論
が
あ
く
ま
で
も
時
系
列
に

沿

っ
た
事
象

の
解
釈
の
様
式
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。
し
か
し
こ
の
事
象
の
因
果
論
的
系
列
は
、
時
系
列
の
み
な
ら
ず
空
間
的
に
も
無
限
に

連
鎖

し
て
お
り
、
人
間
が
任
意
の
系
列
を
選
択
摘
出
し
て
因
果
を
了
解
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
十
二
因
縁
と
い

え
ど
も
、
そ
れ
は
概
念
の
連
鎖
の
妥
当
性
を
意
味
す
る
ま
で
で
あ
り
、
各
概
念
の
因
果
関
係
の
妥
当
性
が
順
逆
に
渉

っ
て
検
討
さ
れ
る
因

(
24

)

果
関
係

の
解
釈
論
と
云
え
る
の
で
あ
る
。

全

一
無
常

の
縁
起
は
言
表

の
不
可
能
性
で
あ
る
と
云

っ
た
。
諸
法
と

い
う
名
辞
を
解
き
ほ
ど
か
れ
た
事
象
は
、
人
間
の
言
語

(従

っ
て

認
識
)
の
形
式
を
超
え
た
全

一
無
常

の
縁
起
全
体
と
し
て
現
前
す
る
か
ら
で
あ
る
。
事
象
に
対
応
す
る
形

で
は
言
語
で
言
表

で
き
な
い
と

い
う
意
味
で
言
表
の
不
可
能
は
、
認
識
の
不
可
能
で
も
あ
る
。
あ
る
も
の
と
云
う
名
辞
を
付
す
こ
と
が
不
可
能
な
全

一
無
常
の
縁
起
は
、

そ
れ
故
、
言
語

(分
節
化
)
の
不
可
能
ゆ
え
に
言
語

(言
表
)
の
不
可
能
で
あ
る
が
、
現
前
す
る

「事
態
」
を
観
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
、

理
解

の
不
可
能
で
は
な

い
と
も
云
え
る

(後
述
)。
し
か
し
言
語
の
不
可
能
は
言
語

の
消
滅
で
は
な

い
。
龍
樹
は
言
語

の
不
可
能
で
あ
る

勝
義
諦

(全

一
無
常
の
縁
起
)
か
ら
、
そ
の
言
語
的
展
開

(世
俗
諦
)
を
試
み
る
。
そ
れ
が
仮
説
で
あ
り
、
諸
法
は
仮
と

し
て
生
ま
れ
、
そ

こ
で
こ
そ
法

の
縁
起

(世
俗
諦
の
縁
起
)
は
、
成
立
し
て
い
る
の
だ
と
云
え
る
。
勝
義
諦
は
、
無
尽
の
言
語
が
紡
ぎ
出
さ
れ
る
言
語
的
展

開

(世
俗
諦
)
の
源
泉
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
法

の
縁
起
は
、
そ
れ
故
に
言
表
の
矛
盾
と
限
界
を
抱
え
て
い
る
。
龍
樹
が
論
難
す
る
の
は

ま
さ

に
こ
の
点
で
あ

っ
た
。
か
く
し
て
、
「世
俗
の
語
と
概
念
を
も

っ
て
、
勝
義

の
不
可
得
、
空
を
示
し
て
、
説
法
す

る
の
で
あ
」
る
の

だ
が
、
世
俗
は
勝
義
と
異
な
る
も
の
で
は
亀

・
で
は
そ
れ
は
従
来
通
り
の
縁
起
解
釈
で
は
な
い
艇

・

し
か
し
、
勝
義
諦
は
表
現
そ
れ
自
体

(言
説
、
論
理
)
が
不
可
能
で
あ
り
、
確
か
に
ど
こ
か

「こ
と
ば
の
遠
く
及
ば
な
い
世
界
」
(三

枝
)
を
表
象
す
る
が
、
勝
義
諦
は
世
俗
諦
の
言
語
慣
習
に
依
存
し
て
説
示
さ
れ
る
。



全一無常の縁起219

『中
論
』
が
名
辞

の
否
定
、
判
断

の
否
定
を
通
し
て
認
識
の
不
成
立
を
論
証
し
て
も
、
否
定
の
言
語
は
言
語
の
否
定

で
は
な
い
。
勝
義

諦
縁
起
と
い
う
全

一
無
常
の
縁
起
は
言
語
の
不
可
能
で
あ
る
が
、
言
語
の
不
可
能
は
言
語
の
消
滅
で
は
な

い
。
勝
義
諦

の
全

一
無
常
の
縁

起
に

つ
い
て
言
語
の
不
可
能
と
、
空
に
至
る
否
定
の
言
語
の
先
に
想
定
さ
れ
る

「言
語
の
止
滅
」
と
は
明
確
に
弁
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
空
の
不
可
言
説
が
上
向
法
的
、
目
的
的
な
到
達
点
と
理
解
さ
れ
る
と
き
、
言
語
の
否
定
の
先
に
空
が
設
定
さ
れ
る

(三

論
的
空
仮
中
の
論
理
?
)。
し
か
し
、
空
は
言
表

の
不
可
能
で
あ
る
と
理
解
す
る
な
ら
、
た
と
え
そ
れ
が
背
理
を
含
ん
だ
言
表

で
あ

っ
て
も
、

そ
し

て
背
理
を
含
ま
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
が
下
降
法
的
に
世
俗
諦
に
言
表
は
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
こ
に
二
諦
が
不

一
不
二
相
即
す
る
関
係

が
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
全

一
無
常
の
縁
起
と
空
と
智
慧
の
主
体
と
云
う
最
終
的
な
対
峙
の
関
係
で
あ

っ
て
、
全

一
無
常
の
縁
起
が
言

表
の
不
可
能
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
に
対
峙
す
る
智
慧

(の
主
体
)
は
、
認
識
の
主
体
と
し
て
空
や
無
我
が
智
慧

の
崩
壊

で
は
な

い
以
上
、

依
然
と
し
て
言
語
の
主
体
で
あ
る
は
ず
だ
。
世
俗
諦
に
言
葉
を
も
た
ら
す
主
体
が
智
慧
の
主
体
と
し
て
空
や
無
我
が
解
体
し
て
い
な
い
限

り
、
言
語
の
不
可
能
と
い
え
ど
も
、
依
然
と
し
て
言
語
の
地
平
上
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
「空
の
働
き
」
(立
川
)
と
い
お
う
と
、
智
慧
な

る
も

の
の
成
り
立
ち
か
ら
云

っ
て
、
言
語
の
止
滅
も
言
語
の
不
可
能
も
、
依
然
と
し
て
言
語
と
言
語
主
体
に
必
ず
回
収
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

言
語

の
消
滅
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
立
川
の
図
式
も
当
然
こ
の
過
程
を
理
解
し
て
は
い
る
、
し
か
し
俗
と
聖
、
聖
と
俗
の
単
線
的
な

過
程

で
は
な
く
、
ま
ず
言
語
と
非
言
語
、
言
語
と
言
語
以
前

(以
後
)
と

い
う
、
源
基
的
な
場
面
で
考
え
ら
れ
る
必
要

が
あ
る
。
聖
か
ら

俗

へ
の
回
帰
と
い
う
場
面
も
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
智
慧

の
転
換

(事
象
を
理
解
す
る
体
系
の
転
換
)
と
い
う
言
語
主
体
を

め
ぐ
る
源
基
的
な

問
題

が
よ
り
基
底
的
な
問
題
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
全

一
無
常

の
縁
起
は
、
諸
法

(名
辞
)
に
分
節
化

(言
語
的
展
開
)
す
る
世
俗
諦
の
縁

起
以
前

の
事
象

(言
表
不
可
能
)、
即
ち
法
が
成
立
す
る
以
前

の
事
象

(縁
起
)
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
も
の
、
こ
と
と
い
う

「主
語

(法
)」

(
27
)

が
定
立
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
「
～
で
あ
る
」
と

い
う
言
辞
と
述
定

(肯
定
文
)
が
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

再
言
す
る
が
、
全

一
無
常
の
縁
起
は
、
あ
る
も
の
と
い
う
法

の
名
辞

(分
別
)
か
ら
解
き
ほ
ど
か
れ
た
諸
法

の
縁
起

の
全
体
で
あ
る
か

ら
、
何
か

(法
)
「～
で
は
な
い
」
こ
と
の
全
体
と
し
て
表
出
す
る
他
な
い
の
で
あ
る
。
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し
か
も
、
否
定
文

「
～
で
は
な

い
」
は
、
「あ
る
も
の

(法
有
)
は
存
在
し
な
い

(空
で
あ
る
)」
と
い
う
場
合
に
、
勝
義
に
は
空
で
あ
る

も

の

(法
)
は
主
語
た
り
得
な
い
が
、
世
俗

の
顛
倒
し
た
認
識
で
は
、
主
語
と
し
て
何
か
を
定
立
し

つ
つ
、
そ
の
主
語
を
否
定
す
る
と
い

う
矛
盾
が
避
け
ら
れ
な

い
。
そ
れ
が
、
仏
教
と
し
て
真
で
あ
る
命
題
、
厳
密

に
は
世
俗
諦
と
し
て
真

で
あ
る
命
題
、
「あ
る
も

の

(法

有
)
は
存
在
し
な

い

(空
で
あ
る
)」
と
い
う
文
で
あ
る
。
で
は
、
諸
法
の
成
立
と
諸
法

の
縁
起
生
は
、
ど
う
理
解
で
き
る
の
か
。
「あ
る

も

の

(法
有
)
は
存
在
し
な

い

(空
で
あ
る
)」
は
法
有

(謬
見
)
か
ら
空

へ
と
顛
倒
知
が
正
見
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
世
俗
諦
で
あ

る
。
そ
れ
が
法
の
縁
生
に
至

っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
縁
起
は

「
こ
れ
あ
れ
ば
か
れ
有
り
」
と
い
う
諸
法

の
縁
起
で
あ

る
か
ら
、
依
然
、
世

俗
諦

の
縁
起
で
あ
る
。
「あ
る
も
の

(法
有
)
は
存
在
し
な
い

(空
で
あ
る
)」
は
仮
有
か
ら
空

(従
仮
入
空
)
へ
、
謬
見
か
ら
正
見

へ
と
い

う
上
向
法
の
意
味
で
あ
る
が
、
仮
有

の
空
を
云
う
の
で
あ
る
か
ら
、
勝
義
諦
世
界
か
ら
は
、
仮
有
は
そ
も
そ
も
空
で
あ

っ
て
、
主
語
た
り

得
な

い
筈

で
あ
る
。
従

っ
て
、
空
な
る
諸
法
を
主
語
に
立
て
る
矛
盾
を
抱
え
ざ
る
を
得
な
い
。
「存
在
し
な

い

(空
で
あ
る
)」
が
仮
有
し

て
い
る

「あ
る
も
の

(法
有
)
は
存
在
し
な
い

(空
で
あ
る
)」。
と
い
う
の
が
、
「あ
る
も
の

(法
有
)
は
存
在
し
な
い

(空
で
あ
る
)」
と
い

う
文

の
構
造
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
の
仮
有
と
は
、
名
付
け
得
な
い
全

一
無
常

の
縁
起
を
分
節
化
す
る
こ
と

で
、
あ
る
も

の

(法

有
)
と
云
う
名
辞
を
付
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
真
俗
二
諦
の
根
源
的
な
関
係
と
い
う
の
は
、
運
動
と
し
て
の

「中
」
で
あ
る
が
、

こ

の
場
合
は
空
か
ら
仮
有

(従
空
入
仮
)
の
方
向
に
お
い
て
理
解
さ
れ
た
ま
で
で
あ
る
。

空
仮
中
と
言
表

さ

て
、
『中
論
」
「観
四
諦
品
」
は

コ

切
皆
空
な
ら
ば
四
諦
も
存
在
し
な
い
」
と

い
う
冒
頭
か
ら
の
論
難
に
対
し

て
、
そ
れ
は
悪
取
空

で
あ

る
と
い
う
龍
樹

の
反
論
を
経
て
、
卜。命
G。
に
至

っ
て
二
諦
を
明
か
す
。
い
わ
ゆ
る

「世
間
の
理
解
と
し
て
の
真
理

(世
俗
諦
)」
と
、

「最
高

の
真
実
と
し
て
の
真
理

(勝
義
諦
)」
で
あ
る
。
「観
四
諦
品
」
は
更
に
漣
山
C。
で
空
仮
中
を
明
か
す
な
ど
、
根
本
的
な
提
起
が
な
さ
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れ
る
。
こ
れ
は
そ
の
直
前

の

「観
顛
倒
品
」
「観
如
来
品
」
が
徹
底
し
た
否
定
を
説

い
た
が
、

一
転

「観
四
諦
品
」
冒
頭
の

一
切
空
、
引

(
28
)

い
て
は

悪

取

空

へ
の
転

落

を

否
定

し

て
、
極

論

を

排

す

る
意

味

で

の
中

道

の
真
義

を

説

い
た

と

理
解

で
き

る

。
次

い
で
、

N
命

⑩

「
二
諦

の
分

別

な

し

に
仏

陀

の
真

理

(け9牙

9
)

は
理

解

で
き

な

い
」
、

N
年

一
〇

「
(世
間

の
)
言

語
慣

習

(
世
俗
諦
)

に
依

拠

し

な

く

て
は

、

最

高

の
真

実

(勝
義
諦
)

は

、

説

き

示

さ

れ

な

い
。

最

高

の
真

実

(勝
義
)

に
到

達

し

な

く

て
は

、

ニ

ル
ヴ

ァ
ー

ナ

(浬
葉
)

は
証

得

さ

れ

な

い
」

言

葉

(世
俗
諦
)
と

言

葉

の
超

克

(勝
義
諦

)

で
あ

る

二

諦

は

、

言

語

表

現

の
媒

介

を

必

要

と

し

、

そ

の
勝

義

諦

に
於

い

て
浬

葉

(
の
悟

り
)
は

実

現

さ

れ

る
。

と

も

あ

れ

二
諦

は

不

即

不

離

の
関

係

に
あ

っ
て
、

言

語

が

『中

論

』

の
、

引

い
て
は

ブ

ッ
ダ

の
法

を

理

解

す

る
決

定

的

な
視

点

と

な

る

こ

と

が

述

べ
ら

れ

る
。

「
観

四

諦

品

」

(
bO
癖
i
一
一
～

一Go
)
は

、

さ

ら

に
空

の
難

思

義

、

甚

深

微

妙

な

る

こ

と

を

説

い
て
、

N
や

虞

「
お

よ

そ

、

空

で
あ

る

こ

と

が

妥

当

す

る

も

の

(会
得

す
る
も

の
)

に

は
、

一
切

が

妥

当

す

る

(会
得

さ
れ
る
。
)
。

お

よ

そ
、

空

(
で
あ
る

こ
と
)
が

妥

当

し

な

い
も

の

(会
得

し
な

い
も

の
)
に

は

、

一
切

が
妥

当

し

な

い

(会
得

さ
れ
な

い
)
。
」

(三
枝

『中
論
』
下
六

(29
)

四
五
頁
)

こ

の
空

も

「
空

」

だ

が

、

勝
義

諦

の
縁
起

と
別

で

は
な

い
。

諸

法

が

法

と

し

て
成

立

し

な

い
限

り

で
空

で
あ

る

か

ら
全

一
無

常

の
縁

起

は

即

ち

空

で
あ

る

。

空

と

は
全

一
無

常

の
縁
起

で
あ

る
と

理

解

で
き

る
な

ら

、
名

辞

以
前

の
勝

義

諦

の
真

理
と

し

て

一
切

が
会

得

で
き

る

の

で
あ

る
。

そ

し

て
、

『中

論

』

の
根

本

的

な

立

場

で
あ

る

「観

四
諦

品

」

謹

山

。。
の
句

「
お

よ

そ

、

縁

起

し

て

い

る
も

の
、

そ

れ

を

、

わ

れ

わ

れ

は

空

で
あ

る

こ

と

(空
性

)
と

説

く

。

そ

れ

は
相

待

の
仮

説

(
縁

っ
て
想
定

さ
れ
た
も

の
。
仮
設
、
仮
名

毛

巴

p覧

も
Hp
甘
巷
e

で
あ

り

、

そ

れ

は

す

な

わ

ち

、

中

道

で
あ

る

。
」

(
三
枝

『中
論
』

下
六
五

一
頁
)

に
至

る
。

(30
)

周
知
の

一
段
は
縁
起
、
空
、
仮
名
、
中
道

の
同
義
を
説
い
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
し
か
し
、
『中
論
』
は
す
で
に
二
諦
説
や
実
相
論

を
踏
ま
え

て
い
る
以
上
、
こ
の

一
段
を
世
俗
諦

の
同

一
地
平
で
理
解
で
き
る
か
。
衆
因
縁
生

(縁
起
)、
空
、
仮
、
中
は
平
板
な
同
義
語
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の
反
復

で
は
な

い
。
即
ち
、
「お
よ
そ
、
縁
起
し
て
い
る
も

の

(衆
因
縁
生
法
)」
が
縁
起
に
よ
る
縁
生

の
法

で
あ
る
に
し
て
も
、
す
で
に

考
え

た
よ
う
に

「諸
法
の
縁
起
」
は
世
俗
諦
の
縁
起
で
あ
る
。
そ
れ
を

「そ
れ
を
、
わ
れ
わ
れ
は
空
で
あ
る
こ
と

(空
性
)
と
説
く
。
(我

説
即
是
無

(空
))
」
と
説
く

の
は
勝
義
諦

の
立
場

で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時

に

「
そ
れ
は
相
待

の
仮

説

(仮
名

題
巴
醸
年

蜜
9
甘
巷
已

で
あ
り

(亦
為
是
仮
名
)」
で
あ
り
、
法

(名
辞
)
が
復
活
す
る

(仮
名
)
の
は
当
然
、
世
俗
諦
で
あ
る
。
諸
法
は
そ
の
よ
う
に

存
在

す
る
と
見
る
の
が
、
「そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
中
道

で
あ
る
。
(亦
是
中
道
義
)」
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
中
道
が
二
諦

の
交
替
す
る
運
動

で
あ
る
の
は
見
易

い
だ
ろ
う
。
同
品

の
N
県
謀
～
一〇。
各
偶
は
二
諦
や
空
仮
が
修
道
実
践
の
過
程
や
凡
聖
の
過
程
と
理
解
す
る
よ
り
、
勝

義
諦

の
縁
起
を
観
る
こ
と
か
ら
、
即
今
当
所
に
現
出
し
て
い
る
二
諦
の
関
係
、
言
語
の
不
可
能
と
言
説
の
関
係

(そ
の
関
係
で
あ
る
運
動
と

(
31
)

し
て
の
中
)
だ

と

分

か

る
。

(
32
)

た
だ
今
の
論
点
は
、
空
仮
を
真
俗
二
諦

の
関
係
、
し
か
も
言
語
を
軸
に
二
諦
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
言
表

の

不
可
能

(勝
義
諦
空
)
と
言
表
可
能
性

(世
俗
諦
仮
説
)
の
関
係
で
も
あ
る
。
中
論
は
、
そ
の
上
で
言
表
可
能
性

(世
俗
諦
仮
説
)
の
限
界
と

矛
盾

を
指
摘
し
て
や
ま
な
い
。
言
表

の
不
可
能

(勝
義
諦
の
縁
起

・
空
)
を
顛
倒
知

に
お
い
て
言
表
す
る
仮
説

(文
11
主
述
関
係
)
の
批
判
、

諸
法

の
縁
起
の
批
判
で
あ
る
。
単
な
る
言
語
の
否
定
で
は
な

い
、
従

っ
て
否
定
を
通
じ
て
勝
義
諦
に
到
達
で
き
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

否
定

は
そ
も
そ
も
勝
義
諦
の
言
表
不
可
能
性
か
ら
発
さ
れ
る
言
表
で
あ
り
、
否
定
を
通
し
て
勝
義
諦
を
指
し
示
す
の
で
あ
る
。

「観
四
諦
品
」
漣
山
c。
に
続
く

ト。蔭
山
⑩
か
ら

N
命
ω
Q
に
か
け
て
は
、

一
切
空

の
ゆ
え
に
四
諦
が
成
立
し
、

一
切
が
成
立
す
る
と
説
く
に

至
る
。
漣
山
ら
に
云
う
よ
う
に
空

の
ゆ
え
に

一
切
が
恢
復
す
る
の
で
あ
り
、
N
や
N
O
は
、

一
切
が
空
で
な
け
れ
ば
生
滅
は
無
く
、
縁
生
空

の
故

に
四
諦
が
あ
る
と
説
く
に
至
る
。
か
く
し
て

「観
四
諦
品
」
最
後

の
偶

(隠
誌
O)
は
、
「お
よ
そ
、
こ
の
縁
起

を
見
る
も
の
は
、
そ

の
人
こ
そ
実
に
苦
、
集
、
滅
、
道

(四
聖
諦
)
を
見
る
」
(「是
故
経
中
説
、
若
見
因
縁
法
、
則
爲
能
見
佛
、
見
苦
集
滅
道
」
日
。。○弓
。。肯
)
で
終
わ

る
。
「
こ
の
縁
起
を
見
る
も
の
」
と
は
、
逡
山
○・
を
承
け
る
が
、
縁
起
即
空
で
あ
る
と
同
時
に
、
空
仮
中
の
真
俗
二
諦
が
交
替
す
る
縁
起

に
、

四
諦
の
人
間
的
修
道
が
恢
復
さ
れ
る
と

い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
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(
33
)

指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
確
か
に
龍
樹
は

=

種

の
直
観
知
」
「智
慧
の
完
成

(般
若
波
羅
蜜
多
)」
「無
分
別
智
」
を
云
わ
な

い
。
し
か
し
、

「観
如
来
品
第
二
二
」
で
は
、

卜。
卜。
山
①

如
来
の
自
性
は
そ
の
ま
ま
世
間

(世
界
)
の
自
性

で
あ
る
。
如
来
に
自
性
無
く
、
世
間
も
自
性
が
無

い
。
(
三
枝

『中
論
』
中
四
〇

七
頁
)

「観
浬
桑
品
第
二
五
」
に
も
、

謡

山
⑩

輪
廻
は
浬
葉
と
い
か
な
る
区
別
も
な
く
、
浬
葉
は
輪
廻
に
対
し
て
い
か
な
る
区
別
も
な
い
。

(
34

)

謡
山
○

浬
葉
の
究
極
は
、
そ
の
ま
ま
輪
廻

(世
間
)
の
究
極
で
あ
る
。
両
者
に
い
か
な
る
間
隙
も
存
在
し
な
い

と
云
う
が
、
こ
こ
に
云
う

「如
来
と
世
間
」
「輪
廻
と
浬
桑
」
の
同

一
、
勝
義
諦

(浬
葉
)
と
世
俗
諦

(世
間

・輪
廻
)
と
は
別
異

で
は
な

い
、
と
は
い
か
な
る
意
味
か
。
輪
廻
即
浬
桀
、
煩
悩
即
菩
提
、
と

い
っ
た
無
媒
介

の
同

一
を
説

い
て
い
る
の
か
。
し
か
し
、
「非
有
非

無

」
即
ち
中
道
は
、

い
わ
ゆ
る
形
式
論
理
を
超
え
た

「排
中
律
」
の
否
定
と
な
る
が
、
し
か
し
同

一
次
元
で
の
平
板
な
非
同

一
の
同

一
、

無
媒
介

の
同

一
を
説
く
即
の
論
理
、
三
論
的
な
中
道
理
解
と
な

っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
勝
義
と
世
俗
の
二
諦
は
、
ま

っ
た
く
異
な
る
了

解

の
形
式
を
取
る
。
謂
わ
ば
全
く
異
な
る
存
在
観
を
示
す
。
法
を
立
て
る
言
葉
の
世
界
と
、
法
を
解
体
す
る
言
葉
以
前

の
世
界
と
、
こ
の

二
諦
が
結
ぶ

「中
」
と

い
う
関
係

の
上
で
勝
義
諦
の
空

(厳
密
に
は
空
は
存
在
観
で
は
な
い
が
)
は
言
葉
を
媒
介
に
世
俗
諦
に
翻
転
す
る
。

世
俗
諦
は
勝
義
諦
の
縁
起
を
言
葉
を
媒
介
に
言
表
す
る
縁
生
の
世
界
で
あ
る
。
二
諦
は
か
く
し
て
隔
絶
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
勝
義
諦

の
当
体
が
世
俗
諦
で
も
あ
り
、
凡
夫
の
顛
倒
知
で
も
あ
る
と
い
う
重
層
構
造
と
理
解
で
き
る
。

「観
四
諦
品
」
逡

の
器
幽
α
偶
の
所
説
は
解
脱
や
悟
境

の
問
題
で
は
な

い
。
言
語
の
不
可
能
と
言
語
分
別
と
、
勝
義
諦
と
世
俗
諦
と
、

諸
法
の
空
を
通
し
て
勝
義
諦
に
到
達
で
き
る
か
ど
う
か
が
そ
の
分
岐
点
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
勝
義
諦

の
縁
起

の
実
相

(全

一
無
常
の
縁
起
)

が
二
諦
は
別
で
な
い
こ
と
を
知
ら
せ
る
。

般
若
経
が

一
切
皆
空
を
坐
り
と
し
て

「
縁
起
と
は
、
顛
倒
な
り
」
と
見
る
に
対
し
、
龍
樹
は
空
と
縁
起
を
同
格
と
捉
え
、
む
し
ろ
縁
起



224全一無常の縁起

(
35
)

を
基
本
原
理
と
す
る
。
し
か
し
、
「相
依
性
の
み
の
意
味
な
る
縁
起
」
(中
村

『龍
樹
』)
と
か
、
諸
法

の
縁
生
、

一
切
諸
法
皆
空
、
と
い
っ

た

〈法

(あ
る
も
の
)〉
の
縁
起
、
無
自
性
、
空
は
世
俗
諦
の
縁
起
で
あ
り
、
法

(あ
る
も
の
)
の
縁
起
、
無
自
性
、
空
は
法
が
解
体
し
て

縁
起
、
空
に
至
る
と
い
う
そ
の
方
向
性

(仮
か
ら
空
へ
)
に
お

い
て
、
勝
義
諦
か
ら
見
る
な
ら
ば
や
は
り

「縁
起
と
は
、
顛
倒
」
な
の
で

あ
り
、
『中
論
」
漣
山
。。
の
空
仮
中
が
平
板
な
同
義
の
並
列
で
な

い
こ
と
は
上
来
考
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「勝
義
諦
」

の
あ
り
さ
ま

(実

相
)
と
い
う
名
付
け
得
な

い

「全

一
無
常

の
縁
起
」
は

一
切
法

(名
辞
)
が
成
立
し
な
い
か
ら
、
そ
の
言
語
的
展
開
が

「世
俗
諦
」
で
あ

り
、
世
俗
諦
に
お
い
て
諸
法
は
よ
う
や
く
縁
生
す
る
。
そ
の
法
は
世
俗
諦
で
強
い
て

「空
」
と
名
づ
け
る
。
空
亦
空

で
あ
る
、
そ
れ
も
仮

と
呼
ぶ
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

勝
義
諦
の
縁
起
と
は
言
語
の
止
滅
で
は
な
く
、
言
語
の
不
可
能
で
あ
る
、
同
時
に
言
語
の
源
泉
で
も
あ
る
。
言
語

の
不
可
能
が
寂
静
で

あ
り
、
運
動
す
る
縁
起
の
全
体
が
浬
葉
寂
静

の
当
体
で
も
あ
る
。
そ
こ
は
縁
起
で
あ
り
、
空
で
あ
り
、
浬
墾
で
あ
り
、
実
相
で
あ
り
、
如

(
36
)

如

で
も
あ
る
よ
う
な
仏
教
の
真
理
値
が
生
み
出
さ
れ
る
源
泉
と
、
そ
の
言
表
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
言
表
の
不
可
能
性
で
あ
る
勝
義
諦
を

強

い
て
言
表
に
も
た
ら
す
の
が
世
俗
諦
で
あ
る
。
勝
義
諦
に
向
か

っ
て
言
葉
が
止
滅
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
、
世
俗
諦
の
言
葉
は
勝
義
諦

を
言

い
あ
て
る
た
め
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
間

の
認
識

(言
語
形
式
)
の
限
界
に
根
ざ
す
根
源
的
な
顛
倒
と
背
理
が
不
可
避
で
あ

る
ゆ
え
に
そ
の
言
表
は
仮
説
な

の
で
あ
る
。
言
表

の
不
可
能
性
か
ら

(顛
倒
の
上
に
)
紡
ぎ
出
さ
れ
る
言
葉
が
言
葉

の
限
界
を
表
明
す
る

と

こ
ろ
に
、
否
定
の
言
葉
は
生
ま
れ
る
が
、
依
然
と
し
て
そ
れ
は
言
葉
の
否
定
な
ど
で
は
な
い
。

二
諦
は
言
表

の
不
可
能
な

「縁
起
」
と
、
「法
」
と
し
て
仮
説
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い

「言
表
」
と
い
う
事
象
と
言
語
主
体
の
止
ま
ら
ざ

る
交
替
の
運
動
で
あ
る
。
か
く
し
て

「中
」
と
は
こ
の
目
ま
ぐ
る
し
い
真
俗
二
諦
、
空
仮
の
運
動
と
持
続
で
あ
り
、
人
間
に
も
た
ら
さ
れ

る
認
識
と
は
、
根
源
的
な
真
俗
二
諦

(西
義
雄
)
が
常
に
交
替
し
反
転
す
る
運
動

の
上
で
辛
う
じ
て
成
立
す
る

「法
」
の
認
識
と
し
て
あ

る
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
勝
義
諦

の
立
場
か
ら
は
、
そ
れ
は
真
俗
の
全
く
異
な
る
存
在
観

(空
は
存
在
の
否
定
で
あ
る
か
ら
、
依
然
言
語
の

不
可
能
な
空
で
あ
る
が
)
で
あ
る
空
仮
の
連
結
、
非
同

一

(勝
義
諦
)
と
同

一
(世
俗
諦
)、
事
象
と
名
辞
の
連
結
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
連
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(
37
)

結

こ
そ

「中
」
「中
道
」
と

い
う
二
諦
の
運
動
に
他
な
ら
な
い
。

『中
論
』
は
仏
陀
の
悟
り
も
勝
義
諦
の
言
語
の
不
可
能
に
在
る
と
理
解
し
た
。
「帰
敬
偶
」
に
云
う
八
不
に
し
て
戯
論
寂
滅
の
縁
起
を
説

示
し
た
の
が
仏
陀
で
あ
る
。
翻

っ
て
仏
教
は
そ
れ
を
さ
ま
ざ
ま
な
法

の
概
念
で
表
明
し
た
。
例
え
ば
浬
葉
の
別
称
の
よ
う
に

(『浬
経
経
』

の
二
十
五
称
日
這
葛
①ω。)
そ
こ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
が
数
え
ら
れ
て
も
、
仏
教
の
真
理
値
の
所
在
は

一
致
し
て
い
る
。

立
川
氏
は
、
世
俗
諦

(A
)
か
ら
言
葉
の
否
定
を
通
し
て
勝
義
諦
を
目
指
し
、
勝
義
諦

(言
葉
の
止
滅
B
)
に
到
達
し
て
、
聖
俗
の
瞬
間

的
な
折
り
返
し
を
経
て
世
俗
諦
に
還
帰
す
る

(言
葉
の
復
活
C
)
と

い
う
過
程
を
提
示
し
、
「言
葉
は
自
ら
を
止
滅
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て

(
38
)

…
…
空
性

の
顕
現
を
可
能
に
す
る
」
、
「空
性

(空
)
で
は
、
言
葉
は
止
滅
し
て
い
る

(B
)」
が

「空
性
の
働
き
に
よ

っ
て
言
葉
は
よ
み
が

え
る
と
い
う

(C
)」
と

い
う
。
し
か
し
、
言
葉
の
止
滅
と
は
い
か
な
る
事
態
か
、
空
性
の
働
き
に
よ
る

(言
葉
の
世
界

へ
の
回
帰
)
と
は
何

か
。
と
り
わ
け
空
性

へ
の
到
達

(B
)
か
ら
言
葉

へ
の
還
帰

(C
)
が
、
「直
ち
に
」
と
認
識
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
瞬

間
性
、
直
観
性
が
な

ぜ

「言
語
の
止
滅
」
(立
川

『空
の
実
践
』
九
六
頁
)
と
云
え
る
の
か
、
そ
れ
を
智
慧

の
決
定
的
な
転
換
点
と
し
て
の

「さ
と
り
」
だ
と
す

る
な
ら
、
果
た
し
て
そ
こ
に
何
が
見
出
さ
れ
た
の
か
。
確
か
に
そ
れ

(A
B
C
)
が

一
回
性
で
は
な
く
循
環
運
動
で
あ

る
こ
と
は
認
め
ら

れ

て
い
る
が
、
(『空
の
実
践
』
九
七
頁
)
、
そ
れ
で
も
俗
か
ら
聖

へ
、
人
間
の
意
志
的
実
践
と
し
て

コ
言
語
の
止
滅

(瞬
間
)」
を
目
指
す
運

動
と
は
何
な
の
か
。
勝
義
諦
か
ら
世
俗
諦
に
も
た
ら
さ
れ
た

「仮
説
」
で
あ
り
、
世
俗
諦

(仮
説
)
か
ら
、
勝
義
諦

(全

一
無
常
の
縁
起

・

空
)
に
還
帰
す
る
言
葉
が
言
葉
自
ら
を
止
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
否
定
の
論
理
の
構
築
に
よ
っ
て
、
上
向
法
的
に
勝
義
諦

(言
葉
の
止
滅
)
に
到
達

で
き
る

(立
川

『中
論
』
五
〇
八
頁
)
と
い
う

の
は
、
果
た
し
て
論
理
的
必
然
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
言
葉
の
否
定
、

言
葉

の
消
滅
は
智
慧

(
の
主
体
)
の
解
体
と
崩
壊
で
は
な
い
か
、
言
葉
が
否
定
さ
れ
消
滅
す
る
と
こ
ろ
に
智
慧

の
主
体

は
不
可
能
で
あ
る

(
39
)

か
ら
だ
。
そ
れ
に
反
し
て
否
定

の
言
語
は
言
語
の
否
定
で
は
な
い
、
言
語
の
不
可
能
も
言
語
の
止
滅
で
は
な
い
と

い
う

の
は
、
そ
こ
に
依

然
と
し
て
智
慧
の
当
体
、
言
語
の
主
体
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

空
仮

(B
-
C
)
は
主
体
的
な
実
践

(言
葉
の
恢
復
も
含
め
)
で
あ
る
よ
り
、
『中
論
』
二
諦
説
に
従

っ
て
云
え
ば
、
帰
敬
偶
の
仏
陀
の
縁
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起

の
言
表
と
い
う
言
語
を
め
ぐ
る
不
可
避
の
対
応
す
る
関
係
で
あ
る
。
ま
た
空
仮
は
聖
か
ら
よ
み
が
え

っ
た

「俗
」

へ
の
過
程
と
も
理
解

さ
れ
る
が

(立
川

『中
論
』
五
〇
八
頁
)、
そ
れ
が
実
践
で
あ
る
以
上
、
意
志
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な

い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
聖
俗
と

い
う
価

値
判
断
に
も
相
応
す
る
が
、
し
か
し
、
縁
起
は
無
我
の
運
動
で
あ
り
、
実
現
で
あ
る
。
空
仮
は
主
体
的
な
意
志
を
介
在

さ
せ
る
こ
と
な
く

縁
起
と
言
語
の
運
動
で
な
け
れ
ば
人
間
を
克
服
す
る
無
我
の
運
動
と
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

「人
間
」
を
寂
滅
さ
せ
る
こ
と
で
浮
上

す

る
縁
起
の
理
法
の
自
ず
か
ら
な
る
展
開
な

の
で
あ
る
。

空
性
に
お
い
て
言
語
が
止
滅
す
る
の
で
は
な
い
、
言
語
の
不
可
能
が
観
ぜ
ら
れ
る
の
だ
。
言
語
の
止
滅
は
言
語
主
体
の
崩
壊
を
意
味
す

る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
逆
に
言
語
の
不
可
能
を

〈見
届
け
る
〉
認
識
の
主
体
、
即
ち

〈言
語
主
体
〉
が

〈智
慧
の
主
体
〉
と
し
て
依
然
、
存

在
す

る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
そ
れ
は
正
し
く

<言
語

の
主
体
〉
で
あ

っ
て

〈人
間
と
い
う
主
体
〉
で
は
な
い
、
そ
れ
は

〈無
我
の
主
体
〉

と
呼

ん
で
も
よ
い
が
、
凡
夫
で
あ
る

〈欲
望

の
主
体
〉
で
は
な

い
と
云
う
意
味
で
、
「人
間
の
克
服
」
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

(
39
)

世
俗
諦
、
言
語
を
媒
介
と
す
る
量
界
こ
そ
人
間
の
認
識

(
ロ
ゴ
ス
ー1
山
内
)
の
世
界
で
あ
る
。
言
語
の
主
語
-
述
語
関
係
、
即
ち
法

(あ

る
も
の
)
の
定
立
と
運
動

(そ
の
変
化
)
と
し
て
し
か
、
人
間
に
は
世
界
を
意
味
あ
る
も

の
と
し
て
統
合
的
に
理
解
す

る
認
識
様
式
が
与
え

ら
れ
て
い
な
い
。
言
語
の
止
滅
し
た
空
性
に
到
達
し
、
空
か
ら
仮
に
帰
還
す
る
と
い
う
過
程
が
、
人
間
の
実
践
的
な
修
道
の
過
程
で
あ
る

と
し
て
も

『中
論
』
の
空
仮
中
は
先
ず
認
識
の
場
面
で
の
二
諦
を
云
う
の
で
あ
り
、
何
よ
り
智
慧
の
転
換
を
意
味
す
る
勝
義
諦
の
あ
り
さ

ま
を
告
げ
て
い
る
と
云
え
よ
う
。
智
慧
の
主
体
が
言
語
的
主
体
で
あ
る
こ
と
、
人
間
の
言
語
行
為
が
依
然
、
智
慧

の
所
在
で
あ
る
こ
と
、

し
か
し
同
時
に
そ
の
対
極
に
、
勝
義
諦
に
全

一
無
常
の
縁
起
を
観
る
こ
と
、
そ
れ
が
二
諦
の
運
動
で
あ
り
、
二
諦
の
関
係
は
原
理
の
異
な

る
真
理
観

の
相
克
と
統
合
な
の
で
あ
り
、
「全

一
無
常
の
縁
起
」
と
い
う
視
点
か
ら
は
空
仮
は
縁
起
と
言
説
の
関
係

と
し
て
認
識

(
つ
ま

り
世
俗
諦
)
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
、
仏
教
的
に
は
人
間
に
は
戯
論
し
か
も
た
ら
さ
れ
な
い
と
い
う
言
語

(同
一
律
)
の
根
抵
を
揺
さ
ぶ
り
続

け
る
事
態
だ
と
云
え
る
。
そ
の
事
態
を
筆
者
は
空
仮
の
運
動
と
し
て
の
中
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
勝
義

諦

(言
表
不
可
能
性
)
の
側
に
真
理
値
を
定
礎
す
る
こ
と
が
仏
教
な
の
で
あ
り
、
仏
教
が
人
間
を
克
服
す
る
運
動
で
あ
る
所
以
で
あ
る
。
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(
40
)

「縁
起
を
見
る
こ
と
」
は

「法
を
見
る
こ
と
」
「仏
を
見
る
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
の
縁
起
は
諸
法
の
無
限
連
鎖
で
あ
り
、
無
始
無
終
で
あ

る
と
し
か
言
表
で
き
な
い
全

一
無
常
の
縁
起

で
あ
る
。
縁
起
説

の
基
本
理
解
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
が
、
た
だ

『中
論
』
に
あ

っ
て
は
、

い
わ
ゆ
る
諸
法
の
縁
起
は
世
俗
諦
の
縁
起
で
あ
り
、
さ
ら
に
勝
義
諦

の
縁
起
が
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
を
考
え

て
み

た
。
小
論
は
も
と
よ
り

『中
論
』
の
詳
説
で
は
な

い
、
『中
論
』
を
手
が
か
り
に
し
た
縁
起
論
的
存
在
観
を
め
ぐ
る
考
察
に
止
ま
る
。
た

だ
確
信
で
き
る
の
は
、
仏
教

(『中
論
』)
と
は
結
局
、
そ
の
勝
義
諦

の
縁
起

(全

一
無
常
の
縁
起
)
に
真
理
値
を
認
め

る
思
想
な
の
で
あ
り
、

人
間
は
自
己
否
定
を
経
て
、
そ
の
真
理
を
実
現
す
る
、
即
ち
真
理
に
同
化
す
る
こ
と
が
修
道
で
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
煩
悩

の
克
服

と
は
、
自
然
的
存
在
と
し
て
の
人
間
を
無
明
の
存
在
と
し
て
克
服
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
の
克
服
と
は
、
人
間
自
身
が
勝
義
諦

の
縁
起

に
対
応
す
る
言
語

の
主
体
と
化
す
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
真
理
概
念

(縁
起
、
空
、
浬
葉
、
法
界
等
の
概
念
)
の
存
在
性
格
に
人
間
が

帰

一
す
る
こ
と
で
あ
る
と
云
え
る
。
例
え
ば
煩
悩
か
ら
の
脱
却
と

い
う
自
己
否
定
と
呼
ば
れ
る
人
間
の
倫
理
的
行
為
と
は
、
真
理
値
で
あ

る
言

語
の
秩
序

(命
題
の
意
味
)
に
身
体

(煩
悩
の
主
体
)
を
沿
わ
せ
る
こ
と
と
し
て
、
人
間
存
在
を
三
口語
主
体
と
身

体
の
関
係
問
題
と
し

て
理
解
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
仏
教
を

「事
象
と
言
語

(の
関
係
)」
を
め
ぐ
る
脱
人
間
中
心
主
義
な
思
想
と
し
て
解

釈

す
る
作
業
仮
説
を
立
て
、
仏
教
を

「事
象
そ
の
も
の
」
(そ
れ
も
ま
た
全

一
無
常
の
縁
起
で
あ
る
が
)
を
真
理
値
と
す

る

「人
間
超
克
」

の

思
想
体
系
と
し
て
言
語
論
的
視
点
を
導
入
す
る
問
題
構
成
で
あ
る
。

た
だ
語
の
問
題
と
し
て
、
全

一
無
常
の
名
付
け
得
な
い
全
体
が
、
縁
起
と

い
う
概
念
に
調
和
的
か
ど
う
か
。
そ
こ
に
無
限
に
連
鎖
し
て

い
る
名
辞
以
前
の
関
係
性
の
全
体

(と
し
か
名
付
け
得
な
い
)
が
諸
法
の
空
を
解
消
す
る
全

一
無
常
の
縁
起
睦
空
と
し
て
理
解
で
き
る
か
ど

う

か
。
更
に
無
分
別
智
や
、
法
界
縁
起
と
の
相
違
点
な
ど
も
当
然
課
題
と
な
る
。
以
下
、
さ
ら
に
二
諦
の
理
解
か
ら
、
中
の
論
理
の
検
討



228全一無常の縁起

を
通
し
て
言
語
陛
同

一
律

の
問
題
点
を
考
え
る
。
そ
の
言
語
か
ら
さ
ら
に
人
間
と

い
う
認
識
主
体
が
滅
し
た
後

の
真

理
命
題
の
存
在
性
格
、

即
ち
智
慧
の
主
体

の
性
格
に
つ
い
て
の
考
察
に
つ
な
げ
、
全
体
と
し
て

「人
間
の
克
服
」
と
い
う
視
点
か
ら
仏
教
を
解
釈
す
る
作
業
と
し

た

い
。

註(
1
)

吉

蔵
三
論
教
学

、
智
頻
天
台
教
学
は

二
諦
、
三
諦
、
八
不
中
道

ほ
か
、

『中
論
』
以
降

の
般
若
学
を
統
合

す
る
精
密
な
教

理
体
系

を
構
築

し
た
。

し
か
し
、

『中
論
』
帰
敬

偶

の
所
説

に
対

し
、

中

国
仏
教

は
吉
蔵

『
二
諦
義
」

三
重

二
諦
説

(
↓
畠

-
⑩
O
o
)
、
智

顕

『法
華

玄
義
』
七

重

二
諦
説

(
日
G。
ω
山

O
b。
。
)

の
如
き
、
独

自

の

教
学
体
系

と
解
釈
を
形
成

し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
発
展
的
構
造

の

二
諦
説

(
西
義
雄

「真
俗

二
諦
説

の
構
造
」
宮
本
正
尊
編

『仏
教

の
根

本
真

理
』
)
と
云
わ

れ
る
よ
う

に
、

『中
論
』
と
は
大
き
く
異

な

っ
た
概
念

で
あ
り
、
今
後

の
課
題
と
す

る
。

(
2
)

中
村
元

『龍
樹
』

(講
談

社
学
術
文
庫

二
〇
〇

二
、
以

下
、

中

村

『龍
樹
」
と
略
記

)
二

二

頁
。

『同
書
』

二
〇
八
頁

に
清
弁

『般
若

灯
論
釈
」

(
日
ω
O
凸

N
p
)
と
三
論
宗

の
共
通
点

(
曜
二
諦

説

に
よ
る
説
明
)

の
指
摘

が
あ

る
。
中
国
三
論
宗

の
検
討
は
今
後

の

課
題
と
せ
ざ

る
を
得
な

い
。

(
3
)

三
枝

充
恵

「龍
樹

の
帰
敬
偶
」

『龍
樹

・
親
驚

ノ
ー
ト
』

(法
蔵

館

一
九
九
七

以

下
三
枝

『龍
樹
』
と
略
記
)

一
七
二
頁

(
4
)

三
枝

『龍
樹
』

三
七
ー
三
八
頁

(
5
)

立

川
武
蔵

「空
と
言
語
活
動

の
止
滅
」
(
『申
論

の
思
想
』
以

下
、

立
川

『中
論
』
と
略
記
)
八
七
-

一
〇
五
頁

、
中
村

『龍
樹
』

二

一
七
頁

(
6
)

玉
城
康

四
郎

「
教
典
思
想

上

の

『中
論
』
」
六

二
頁

(
壬
生
台

舜
編

『龍
樹
教
学

の
研
究
』
所
収

大
蔵
出
版

一
九
八
三
)
参

照

(
7
)

江

島
恵

教

「
ア

テ
ィ
ー

シ
ャ

の
二
真

理

説
」

(壬

生
台

舜

編

『龍
樹

教
学

の
研
究
』
所
収

大

蔵
出
版

一
九

八
三
)
三
七
七

頁
参
照
。

『中
観
宝
灯
論
』
「
二
真

理
」

に
二
諦

の
勝
義
真
理
を
帰

敬
偶
と

し
て
理
解
し

て
い
る
例
が
見
え

る
。

(
8
)

玉
城
康
四
郎

「
前
掲
論
文
」
五
九
頁

、
申
村

『前
掲
書
』

二
三

三
-

二
三
四
頁

(
9
)

中
村

『龍
樹
』

二

一
四
頁

(
10
)

立
川

『中
論
』
「
空
と
言
語
活

動

の
止
滅
」
参
照

(
11
)

三
枝

『龍

樹
』

(
三
七
三
ー

四
〇
九
頁
)
は
、
哲
学
的

認
識
論

か
ら
宗
教
的
認
識
論

へ
と

い
う
過
程
で
、
す

で
に
帰
敬
偶

に
往
還

の
論
理
を
見

て
い
る
。

『同
書
』

(
一
五
二
頁
)
ま
た
、
立
川

『中

論
』

(
五
〇
八
頁
)

で
は

「俗

A
か
ら
聖

B

へ
、
聖

か
ら
俗

へ
」

が
縁
起
と
呼
ば
れ

て
い
る

(
12
)

三
枝

『龍
樹
』
三
七

・
四
〇
四
頁
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(
13
)

立
川

『空

の
構
造
』

一
四
八
頁

(
14
)

三
枝

『龍
樹
』

一
五

一
頁
、
及
び
安
井
廣
済

「
龍
樹
教
学
に
お

け
る
浬
葉

に

つ
い
て
」

(
『龍
樹
教
学

の
研
究
』
所
収
)
参
照

(
15
)

三
枝

『龍
樹
』

四
〇
二
頁

に

「プ

ラ
パ
ン
チ
ャ
の
用
例
」
が
挙

げ
ら
れ
る
。
ま
た
立

川

『中
論
』

八
九
頁
も

「プ

ラ
パ
ン
チ

ャ
の

用
例
」

と

し

て
十

カ
所

(
ご
-
①
・
一
C。
ふ

・b。
N
山

㎝
・
N
叩

b。
膳
等
)

を
掲
げ

て
い
る
。

(
16
)

立
川

『中
論
』

一
〇
〇
頁

(
17
)

三
枝

『中
論
』
中
四
九
三
頁
、
中
村

『龍
樹
』

二
八
三

・
三
六

四

・
四
四
〇
頁

(
18
)

立
川

『中
論
』
二

=
二
頁
に
同
偶

の
精
緻

な
分
析

が
あ

る
。

(
19
)

山
内
得

立

『
ロ
ゴ

ス
と

レ

ン

マ
』

(岩
波
書

店

一
九
七

四
)

七

五
頁

(
20
)

中
村

『龍
樹
』

一
九
〇
1

一
九
六
頁

縁
起

と
法
界
縁
起
と

の

類
似
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
諸
法

(法

)

の
理
解
を

め
ぐ

っ
て
検

討
す

べ
き
論
点
だ
が
、
勝
義
諦
を
全

一
無
常

の
縁
起

と
理
解
す

る

限
り
当
然
そ
れ
は
異
な
る
。

(
21
)

和
辻
哲
郎

「
原
始
仏
教

の
実
践
倫
理
」

『和
辻
哲
郎

全
集
第

二

巻
』
第

二
章
縁
起
説
参
照

(
22
)

真

野
龍
海

「
龍
樹

に
お
け
る
般
若
経

の
理
解

」
(
壬
生
台
舜
編

『龍
樹

教
学

の
研
究
』

所
収

大
蔵
出
版

一
九

八
三
)

二
一
二

頁

縁
起

の
意

で
あ
る
羅
什
訳

「
因
縁
和
合
作

」
玄
　
訳

「唯
仮

立
客
名
別
別
於
法
」
を

「
虚
構

の
名

で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
法

に
対

し

て
あ

る
も

の
」
と
和
訳
し

て
い
る
。
般
若
経
で
は

「
縁
起

と
は
、

顛
倒

な
り
」
と
理
解

さ
れ
、
龍
樹

の
縁
起
と
空
を
同
格
と
見
る
点

で
相
違
す

る
と

い
う

の
が
論
旨
。
確
か

に
縁
生

の
縁
起
は
世
俗
諦

の
縁
起

で
あ
り
空

に
至

る
の
は
勝
義
諦

の
縁
起
と
理
解

で
き
る
。

(
23
)

山
内
得
立

『前
掲
書
』
七

五
頁
、
三
枝

『龍
樹
』
四
〇
〇
頁

(
24
)

三
枝

『龍
樹
』

四
〇
〇
頁
、
瓜
生
津
隆
真

『龍
樹

空

の
論
理

と
菩
薩

の
道
』

(
大
法
輪
閣

二
〇
〇
四

以

下
、
瓜

生
津

『龍

樹
』

と
略
記
)

「否
定

と
肯
定
」

二
〇
八
-

二

一
四
頁

相
依
説

の
解
説
参

照
。

(
25
)

真
野
龍

海

「前
掲
論
文
」

二
〇
八
ー

二

一
二
頁

(
26
)

三
枝

『龍
樹
』

四
〇
六
頁
に
自
著

『般
若
経

の
真

理
』
を
引

い

て

「
世
俗
諦
と
第

一
義

諦
と
は
、
と
も

に
ひ
と
し
く
諦
す

な
わ
ち

真
理

で
あ
り
、
し
か
も
と
も
に
仏
教

に
よ

っ
て
明
か
さ
れ
た
真
理

で
あ
る
。
そ
し

て
如

に
お

い
て
共

通
し
て

い
る
。
し
か
し
両
者

の

う
ち
、
世
俗
諦
は
言
葉
を
も

っ
て
説
明
さ
れ
、
そ
れ
に
対

し
て
、

第

一
義
諦
は

こ
と
ば

の
遠
く
及
ば
な

い
世
界

を
指
示

し
て

い
る
。

表
現
そ
れ
自
体

(
言
説
1
こ
と
ば
、
論

理
)
が
不
可
能

で
あ
る
と

い
う
。
」
と
あ

る
。

(
27
)

立
川
武
蔵

『聖
な
る
も

の
と
俗
な
る
も

の
』

一
五
八
頁
参

照

(
28
)

中
村

『龍
樹
』
三
八
〇
頁
、
三
枝

『龍
樹
』

四
〇
三
-

四
〇
六

頁
、
瓜
生
津

『龍
樹
』

一
二
八

・
二
五
八
頁
、
真
野
龍
海

「前
掲

論
文
」

二
〇
六

・
二

一
四
頁
参
照

(
29
)

『廻
争
論
』

第
七

〇
詩
も

同
じ
。
三
枝

『龍

樹
』

五
六

・
四
〇

〇
頁
、
瓜
生
津

『龍
樹
』

二

一
四
頁
参

照

(
30
)

立
川
武
蔵

『聖
な
る
も

の
と
俗
な
る
も

の
』

一
六
〇
頁
、
真

野
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「前

掲
論

文
」

二

一
頁
、
山

内

得
立

『
ロ
ゴ

ス
と

レ

ン

マ
』

も

「
そ
の
空
は
相
待

の
仮
説

で
あ
る
」
(
一
〇
四
頁
)

と
立
川

の
理
解

に
近

い
。

(
31
)

三
枝

『龍
樹
』
三
九
頁

(
32
)

そ
の
後

の
中
国
仏
教

の
教
学

で
は
、
膨
大

な
教

理
の
蓄
積
と
変

遷

が
あ

り
、
直
ち

に
検
討
は

で
き
な

い
が
、
名
称

と
現
象

を
め
ぐ

っ
て
吉

蔵

の
議

論

は
高

野

『前
掲

論
文
』

(
一
八

ニ
ー

一
八

三

頁
)

に
指
摘
が
あ

る
。
西
義

雄

「
真
俗

二
諦
説

の
構
造
」

(宮
本

正
尊
編

『仏
教

の
根
本
真
理
』
所
収
二
〇
二
頁
)

の
云
う
根
源
的

二
諦
説
参
照

(
33
)

三
枝

『龍
樹
』

四
〇

一
頁
、
立
川

『中
論

』

一
〇

一
頁
等
参

照

(
34
)

前
注

(
11
)
三
枝

『龍
樹
』
四

〇
七
-

四
〇
八
頁
三
枝

の
往
還

の

図
式
参

照

(
35
)

真

野
龍
海

「前
掲
論
文
」

二
二
二
i

二
二
四
頁

般
若

経

の
理

解
で
は

「
縁
起
と

は
、
顛
倒
な
り
」
と
な

っ
て
、
縁
起
に
対
し
空

が
よ
り
根
源
的

な
原
理

で
あ

る
と
指
摘
さ
れ
る
。
及
び

(
14
)
安

井
論
文
参

照

(
36
)

例
え

ば

『浬
葉

経
』

二
十

五
義

(日
一
甲
b
α
①
ω
。
)

の
如

き

同

義

語

の
枚
挙

は
、
仏
教

の
真
理
観
を
考
え
る
手
が
か
り

に
な
る
。

(
37
)

天
台

の
三
諦
説

は
精
密

に
し
て
融
通
無
碍

の
論
理

で
あ
る
が
、

そ
れ
は
真
俗

二
諦

の
運
動

(と

し
て
の
中
)
を
精
緻
均
等

に
論

理

配
分
し
て
三
項
を
自
存
化

さ
せ
た
と

い
う

べ
き
性
格

の
も

の
で
あ

り
、
運
動

に
他

な
ら
な

い

「
中
」
が
自
存
化

さ
れ
、
「
中
道
第

一

義
」

と
云
う

「真
理
値
」
と
し

て
理
解
さ
れ

て
い
る
。

(
38
)

立
川

『中

論
』

(
五

〇
八
頁
)

同
氏
は

『中
論
』

逡
山

。。
句

の
理
解

は
、

「縁
起

な
る
も

の
を

わ
れ
わ
れ
は
空
性
と

よ
ぶ
。
そ

れ

(空

性
)

は
仮

説

で
あ

り
、

中
道

で
あ

る
。
」

(
『最
澄

と
空

海
』
三
四
頁
)
と
和

訳
さ
れ
、
縁
起
、
空
性
、
仮

・
中
道
は
縁
起

、

空
性

と
仮

・
中
道

で
二
分
さ
れ

る
。
そ
れ

は
縁
起

か
ら
空
性

へ

(
A
-

B
)

と
空

性

(
B
)
か

ら
仮

・
中
道

(B
-

C
)

と

い
う

運
動

の
過
程

で
あ
る
。
空
性

は
仮

・
中
道

で
あ
り
、
仮
と
中
道
は

同
義

で
あ
り
、
空
仮

中
は
俗

か
ら
聖

へ
、
聖
か
ら
俗

へ
の
回
帰
と

い
う
修
道
実
践

の
過
程
に
重

っ
て
い
る
。
同
氏

の
理
解

で
は
空
性

に
よ

っ
て
言
葉
が
甦

る

の
が
仮
説

で
あ

る
。

こ
の
修
道
、
解
脱
、

帰
還

の
過
程
自
身

は
実

践
過
程
と
し
て
可
能
だ
が
、
空
仮
中

に
直

ち

に
配
当

で
き
る
か
ど
う

か
。

『聖
な
る
も

の
俗
な

る
も

の
』

(講

談
社

二
〇
〇
六
)

一
五
三
-

一
五
五
頁

『最
澄
と
空
海
』

二

六
頁
等
参

照
。
三
枝
氏
も
浬
葉

か
ら
世
間

へ
の
、
「往

還
」

の
関

係

が
指

摘
さ
れ

る
。

(
三
枝

『龍

樹
』

四
〇
八
頁
)

し
か
し
、
修

道

の
過
程
と
空
仮
中

の
論

理
、
真

理
観

あ
る

い
は
認
識
論
と
が
直

ち

に

一
致
す

る
か
ど
う
か
。

(
39
)

山
内
得

立

『
ロ
ゴ

ス
と

レ

ン
マ
』

(七
〇

・
一
〇

一
-

一
〇
三

頁
)
は

(
一
)
肯
定
、

(二
)
否

定
、
(
三
)
肯
定

で
も
な
く
、
否

定

で
も
な

い
、

(四
)
肯
定

で
も

あ
り
、
否
定

で
も
あ

る
も

の
を

テ
ト

ラ

・
レ
ン
マ
と

い
い
、
し
か
も
、
テ
ト
ラ

・
レ
ン

マ
の
前

二

つ
の
レ
ン

マ
は
世
俗
諦
、
後

の
二

つ
は
勝
義
諦

の
レ
ン

マ
と
も
分

類

し

て

「排
中

律
」
を
超

越
す

る
と
理
解

し

て

い
る
。
な

ら
ば

『中
論
』

の
所
説

は
各
所

で
二
諦

が
交

錯
し
、

二
諦

の
各

視
点
が



容
易

に
交
替
し

つ
つ
論
議
が
展
開
さ
れ

て
い
る

の
で
あ
り
、
し
か

も

、
そ
れ
は
結
局
、
勝
義
諦
か
ら

の
言
語
展
開

(
下
降
法
)
が
龍

樹

の
立
場

と

い
う

こ
と

に
な

る
。
山
内

に
と

っ
て
は

「
排
中
律

」

の
否
定

(真
実

で
も

な
く
非
真
実

で
も
な

い
)
が
そ

の
典
型
と
な

る
。
し
か
し
こ
れ
は
吉
蔵

三
論
的
な
中

の
理
解
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

立
川

『中
論
』

(
七
九

頁
)
も

一
c。
-
。。
コ

切
は
真
実
な
る
も

の
で

あ
る
か
、
真
実

で
は
な

い

(も

の
で
あ

る
)
か
、
真
実

で
あ
り
非

真
実

な
る
も

の
で
あ

る
か
、
真
実

で
も

な
く
非
真

実

で
も

な

い

(も

の
で
あ

る
)」

を
解
釈

し
て
、

「世

俗
的
真
理
と

は
最
高

真
理

が
言

葉

に
な

っ
た
も

の
で
あ

る
」
と

い
う

理
解

を
見

せ

る

が
、

「最
高
真

理
は
世
俗
的
真

理
と
し

て
な
ら
ば
言
葉

に
な

る
」
と

し

て

「否
定

さ
れ

て
き
た
思
惟
形

式
が
再
び
肯
定

さ
れ

る
…
」

(七

九
頁
)

で
は
勝
義
諦

の
意
味
が
不
明
と
な
る
だ
ろ
う

。

(
40
)

中
村

『龍
樹
』
三
〇
五
頁

旨

で
あ

る
。
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〈追

記
〉

こ

の
間
、

石
飛
道

子

『ブ

ッ
ダ

と
龍

樹

の
論

理
学

縁

起

と
中
道

』

(
サ

ン
ガ

ニ
○
〇
七
年

一
〇
月
)
が
刊
行

さ
れ
た
。
論
理
構
築

に
は
同
意

で
き
る
点
も
多

い
が
、
言
語
と

の
関
係

で
、
認
識

の
主
体
を

い
か

に
理
解

す
る
か
と

い
う

問
題
は
残

る
。
筆
者

は
、
勝
義
諦
と
し

て
の
縁
起

(
つ
ま

り
真
理
)
を
認

識
す
る
主
体

の
存
在

性
格
を
、

〈私

11
人

間
〉

と
は
区
別

さ
れ
る
言
語
11
主
体
と
し
て
、
認
識
主
体
を
言
語

の
語
活
動

そ
の
も

の
に

ま

で
還
元

で
き

る
と
考
え

て

い
る
。
そ
れ

が
ま
た
煩
悩

の
主
体

で
あ

る

〈私

11
人

間
〉
を
克
服
す

る
過
程

に
重

な
る
と
理
解
す

る
の
が
本
稿

の
主


