
世
親
の
『
釈
軌
論
』
第
四
章
が
言
及
す
る
「
ブ
ッ
ダ
の
密
意
」
考
察

付
論　
「
楞
伽
経
か
ら
の
引
用
偈
」

常

盤

義

伸

序　
「
す
べ
て
の
ブ
ッ
ダ
の
教
え
の
核
心
」
と
「
す
べ
て
の
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
」

筆
者
が
多
年
親
し
ん
で
き
た
大
乗
仏
教
経
典
・
四
巻
本
『
楞
伽
経
』
の
復
元
梵
文
原
典
（
禅
文
化
研
究
所
二
〇
一
八
年
発
行
）

Laṅkāvatārasūtram
 

に
は
副
題
と
し
てSarvabuddhapravacanahṛdayam

（
す
べ
て
の
ブ
ッ
ダ
の
教
え
の
核
心
）
と
い
う
言
葉
を
添
え
た
。

こ
の
副
題
は
漢
訳
本
に
由
来
す
る
。
ラ
ン
カ
ー
（
ス
リ
ラ
ン
カ
）
に
滞
在
し
て
い
た
イ
ン
ド
僧
グ
ナ
バ
ド
ラ
が
海
路
を
経
て
西
暦
四
三
五

年
に
中
国
に
齎
し
た
経
典
類
の
う
ち
、
四
四
三
年
に
漢
訳
し
た
こ
の
四
巻
本
の
各
巻
の
冒
頭
に
「
一
切
仏
語
心
品
」
一
、二
、三
、四
と
そ

れ
ぞ
れ
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
南
条
文
雄
博
士
校
訂
梵
本
十
巻（
一
九
二
三
年
大
谷
大
学
出
版
局
発
行
）の
う
ち
第
八
巻
末
尾
に
、

「
以
上
、『
ラ
ン
カ
ー
に
入
る
』
と
い
う
す
べ
て
の
ブ
ッ
ダ
の
教
え
の
核
心
の
う
ち
第
八
章
、
肉
を
食
す
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
の
梵
語
の

綴
り
、

“ iti laṅkāvatārāt sarvabuddhapravacanahṛdayān m
āṃ

sabhakṣaparivarto ‘ ṣtam
aḥ”

が
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

こ
の
副
題
は
こ
の
大
乗
経
典
の
特
色
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
四
巻
本
巻
三
、（
拙
著
復
元
梵
文
原
典
区
分
）
第
89
段
「
如
来
た
ち
は
四
種

の
同
一
性
を
も
つ
」、
第
90
段
「
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
は
無
語
」
な
ど
に
展
開
さ
れ
る
ボ
サ
ツ
・
マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
の
問
い
と
ブ
ッ
ダ
の
応
答
と
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を
参
照
す
る
と
、
副
題
の
「
す
べ
て
の
」
は
「
ブ
ッ
ダ｣

に
も
「
教
え
」
に
も
、
ど
ち
ら
に
も
係
る
自
由
さ
と
根
源
性
と
を
表
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
主
題
『
ラ
ン
カ
ー
に
入
る
』
の
主
役
で
あ
る
ブ
ッ
ダ
が
、
す
で
に
シ
ャ
カ
ム
ニ
の
歴
史
性
を
超
出
し
て
い
る
。
こ
の
経
典
が
五

世
紀
の
初
め
に
ラ
ン
カ
ー
の
首
都
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
の
地
で
編
纂
さ
れ
た
あ
と
中
国
に
齎
さ
れ
た
こ
と
は
歴
史
上
の
事
実
と
言
う
べ
き
で

あ
る
が
、
ラ
ン
カ
ー
の
歴
史
書
『
デ
イ
ー
パ
ヴ
ァ
ン
サ
（
島
史
）』、『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
（
大
史
）』
の
記
述
を
辿
る
眼
に
は
、
そ
の
痕
跡

は
皆
無
で
あ
る
、
ラ
ン
カ
ー
の
地
に
そ
の
編
纂
の
記
録
が
な
い
こ
と
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
く
、
記
録
を
残
す
こ
と
が
意
図
的
に
排
除
さ

れ
た
結
果
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
最
近
筆
者
は
、
自
身
の
こ
の
考
え
を
傍
証
す
る
研
究
書
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

馬
場
紀
寿
著
『
上
座
部
仏
教
の
思
想
形
成
―
ブ
ッ
ダ
か
ら
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
へ
』（
春
秋
社
二
〇
〇
八
年
初
版
、
二
〇
二
〇
年
新
装
版
）
に
よ

る
と
、
五
世
紀
前
半
に
ラ
ン
カ
ー
の
上
座
部
大
寺
派
に
招
か
れ
て
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
に
入
っ
た
イ
ン
ド
の
学
僧
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
が
そ
こ
に

滞
在
し
て
、
経
・
律
・
論
の
三
蔵
に
註
釈
を
作
成
し
た
。
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
は
、
三
蔵
の
う
ち
長
部
、
中
部
、
相
応
部
、
増
支
部
の
四
部
か

ら
成
る
経
蔵
に
、
そ
れ
ま
で
三
蔵
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
小
さ
な
経
典
の
集
ま
り
、
小
部
、
を
再
編
集
し
数
も
増
や
し
て
十
五
書
と
し

た
一
部
を
加
え
て
五
部
の
経
蔵
と
す
る
な
ど
、
独
自
の
体
系
化
を
試
み
、
こ
れ
を
「
全
て
の
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
」（evaṃ

 etaṃ
 sabbaṃ

 ‘ pi 

buddhavacanaṃ
, 

長
部
註I.15,30

…
）
と
定
め
た
、
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
著
者
・
馬
場
氏
は
言
う
、

ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
が
「
全
て
の
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
」
と
し
て
新
三
蔵
を
定
義
し
た
瞬
間
に
、「
上
座
部
」
は
新
三
蔵
を
意
味
し
、
そ
れ
以

外
の
仏
説
を
含
ま
な
く
な
る
。( p.216)

上
座
部
無
畏
山
寺
派
と
上
座
部
祇
多
林
寺
派
は
、
同
じ
く
上
座
部
で
あ
り
な
が
ら
、
大
寺
派
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
道
を
辿
っ
た
。

無
畏
山
寺
派
や
祇
多
林
寺
派
は
大
乗
仏
教
を
積
極
的
に
支
持
し
た
の
で
あ
る
。
七
世
紀
前
半
に
イ
ン
ド
を
周
遊
し
た
玄
奘
は
、『
大
唐

西
域
記
』
で
大
乗
を
拒
む
大
寺
派
と
大
乗
を
受
容
す
る
無
畏
山
寺
派
の
存
在
を
報
告
し
て
い
る
。
無
畏
山
寺
派
か
ら
大
乗
経
典
を
記
し

た
碑
文
が
発
見
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
玄
奘
の
記
録
が
正
し
い
こ
と
は
考
古
学
的
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
祇
多
林
寺
派
も
、
祇
多
林
寺

派
か
ら
は
黄
金
貝
葉
に
よ
る
『
般
若
経
』
が
発
掘
さ
れ
て
お
り
、
大
乗
経
典
を
受
容
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
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両
派
と
異
な
り
、
上
座
部
大
寺
派
は
、
大
乗
仏
教
に
対
し
て
は
っ
き
り
と
し
た
対
決
姿
勢
を
と
っ
た
。
…　

大
寺
派
で
は
、
大
乗
経

典
を
仏
説
と
し
て
認
め
ず
、「
経
典
の
製
作
運
動
」
た
る
大
乗
仏
教
を
斥
け
た
。
同
じ
ス
リ
ラ
ン
カ
に
あ
っ
て
、
同
じ
上
座
部
の
サ
ブ

ス
ク
ー
ル
で
あ
る
無
畏
山
寺
派
と
祇
多
林
寺
派
が
大
乗
仏
教
を
受
容
し
て
い
た
の
に
対
し
、
大
寺
派
は
そ
の
流
れ
に
抵
抗
し
、
最
終
的

に
は
、
大
乗
仏
教
の
排
斥
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。( pp.216-7)

馬
場
氏
の
次
の
言
葉
は
、
こ
の
著
書
の
総
ま
と
め
と
も
言
え
る
。

「
全
て
の
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
」
に
関
す
る
定
義
の
（
排
他
性
）、
そ
し
て
そ
の
定
義
が
以
後
の
パ
ー
リ
三
蔵
の
構
成
を
規
定
し
た
と
い
う

（
固
定
性
）、
こ
の
二
点
に
お
い
て
、
パ
ー
リ
三
蔵
は
「
正
典
」
と
呼
び
う
る
性
質
を
帯
び
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
の

編
集
作
業
は
、
パ
ー
リ
正
典
を
確
定
す
る
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。( p.217)

馬
場
氏
が
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
の
排
他
的
な
営
み
と
評
さ
れ
る
上
座
部
大
寺
派
の
こ
の
よ
う
な
基
本
姿
勢
は
、
ラ
ン
カ
ー
の
歴
史
書
に
既
に
見

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
筆
者
が
小
論
で
取
り
上
げ
る
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
（
世
親
）
の
『
釈
軌
論
』
は
、こ
れ
ら
の
ま
さ
に
対
極
に
あ
る
、

大
乗
の
根
源
的
な
開
放
性
を
ブ
ッ
ダ
の
教
え
に
見
る
貴
重
な
論
書
で
あ
る
。

参
考
テ
キ
ス
ト　

堀	

内
俊
郎
著
『
世
親
の
大
乗
仏
説
論
―
『
釈
軌
論
』
第
四
章
を
中
心
に
ー
』	

（
山
喜
房
佛
書
林
発
売　

イ
ン
ド
学
仏
教
学
叢
書
編
集
委
員
会
二
〇
〇
九
年
発
行
）

使
用
テ
キ
ス
ト　

デ	

ル
ゲ
版
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
論
疏
部
（
東
京
大
学
文
学
部
所
蔵
、唯
識
部
14　

１
９
８
１
年　

N
o.4061

） Vyākhyāyukti （［
経

典
］
解
釈
法
］）

堀
内
氏
の
上
記
著
書
の
目
次
を
、「
本
論
」
全
４
章
は
見
出
し
の
み
、「
結
論
」
と
「
テ
キ
ス
ト
・
訳
注
篇
」
は
見
出
し
な
し
で
、
次
に

列
挙
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

目
次　

序　

略
号　
『
釈
軌
論
』
シ
ノ
プ
シ
ス　

同
第
四
章
シ
ノ
プ
シ
ス　

本
論
１
『
釈
軌
論
』
を
中
心
と
し
た
世
親
研
究
概
観
、２
『
釈

軌
論
』
に
お
け
る
大
乗
仏
説
論
、
３
『
釈
軌
論
』
の
「
法
」
解
釈
―
一
切
法
無
自
性
説
を
め
ぐ
っ
て
、
４
『
釈
軌
論
』
の
「
仏
」
解
釈

（1）	

（2）	
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―
「
変
化
身
」
と
し
て
の
釈
尊　

結
論　

テ
キ
ス
ト
・
訳
注
篇　

参
考
文
献　

Sum
m

ary　

索
引 C

ontents
小
論
は
、
堀
内
氏
の
目
次
で
は
「
本
論
３
」
で
紹
介
さ
れ
る
「
一
切
法
無
自
性
説
」
に
関
す
る
世
親
の
思
考
の
跡
を
辿
っ
て
、『
釈
軌
論
』

で
世
親
が
『
解
深
密
経
』
に
関
説
す
る
仕
方
、
そ
し
て
そ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
な
『
解
深
密
経
』
自
身
の
論
理
展
開
の
様
子
な
ど
を

考
察
す
る
試
み
で
あ
る
。『
釈
軌
論
』
第
四
章
の
チ
ベ
ッ
ト
語
テ
キ
ス
ト
を
筆
者
が
読
む
機
会
を
も
っ
た
の
は
、
何
よ
り
も
、
堀
内
氏
の

研
究
成
果
に
出
会
っ
た
お
か
げ
で
あ
る
。
た
だ
、
筆
者
は
堀
内
氏
が
名
を
挙
げ
て
点
検
し
て
お
ら
れ
る
多
数
の
先
行
研
究
の
精
査
を
自
ら

に
課
す
る
こ
と
も
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
手
元
の
限
ら
れ
た
資
料
の
理
解
に
努
め
た
。
今
は
こ
の
貧
し
い
研
究
報
告
を
提
出
す
る
機
会
に
恵
ま

れ
た
こ
と
を
感
謝
す
る
の
み
。

一　

大
乗
経
典
の
無
自
性
説
に
関
説
す
る
世
親
の
言
葉

ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
ブ
ッ
ダ
・
シ
ャ
カ
ム
ニ
の
言
葉
を
集
め
る
、
い
わ
ゆ
る
正
典
の
編
纂
を
通
し
て
ブ
ッ
ダ
の
言
葉

の
固
定
化
を
図
る
部
派
仏
教
者
の
立
場
か
ら
は
、『
般
若
経
』に
始
ま
る
大
乗
思
想
の
展
開
は
最
も
警
戒
す
べ
き
動
向
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、

大
乗
仏
教
思
想
家
・
世
親
に
と
っ
て
は
、
却
っ
て
部
派
仏
教
者
の
そ
う
い
う
警
戒
姿
勢
こ
そ
究
明
す
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
先

ず
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
『
釈
軌
論
』
第
四
章
に
残
さ
れ
て
い
る
世
親
の
言
葉
を
拾
っ
て
、
そ
の
思
考
の
跡
を
辿
っ
て
み
た
い
。
な
お
引
用
文

中
、
重
要
と
思
わ
れ
る
語
句
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
原
文
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
梵
語
を
試
み
に
添
え
た
。

（
１
）	「
大
迦
葉
そ
の
他
の
ア
ラ
カ
ン
た
ち
が
行
っ
た
根
本
結
集
自
体
が
消
滅
し
て
残
っ
て
い
な
い
今
日
、
ブ
ッ
ダ
の
教
説
の
全
体
が
存

在
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
し
て
知
ら
れ
よ
う
か
。
…
」( H

oriuchi 1.4,3; D
 99 b,6)

（
２
）	「
そ
れ
ゆ
え
大
乗
に
お
い
て
も
今
の
と
こ
ろ
了
義
の
経
典 ( nītārthasūtra)  
が
見
ら
れ
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
了
義
そ
の
も
の 

( nītārtha eva)  

が
存
在
し
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。」 ( H

 1.4,4; D
 99 b,6-7) 

（3）	
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（
３
）	「
い
っ
た
い
こ
れ
（
一
切
法
が
空
性
だ
、
無
自
性
だ
と
主
張
す
る
大
乗
の
教
説
）
が
未
了
義
な
の
か
、
そ
れ
と
も
文
字
通
り
の
意
味
な

の
か
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
了
義
の
教
え
が
見
ら
れ
な
く
と
も
、
こ
れ
が
文
字
通
り
の
意
味
だ
と
い
う
こ
と
は
あ

り
え
な
い
の
で
あ
る
。
却
っ
て
そ
れ
は
、
意
図
を
持
つ
も
の ( ābhiprāyika)  

な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
字
義
［
ど
お
り
の
否
定
］
と
は

異
な
る
か
ら
だ
。『
般
若
経
』
の
言
葉 ( H

 1.5; D
 99 b,7)

、『
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
無
自
性 ( niḥsvabhāvāḥ sarvadharm

āḥ)  

で
す
』
な

ど
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
少
な
か
ら
ず
あ
る
。」( H

 1.5,1)

（
４
）	「［『
般
若
経
』
に
は
］
同
様
に
、
五
眼
が
生
ず
る
こ
と
を
願
う
人
は
般
若
ハ
ラ
ミ
ツ
を
学
ぶ
べ
き
で
す
、
五
眼
と
は
肉
眼
、
天
眼
、

聖
慧
眼
、
法
眼
、
仏
眼
で
す
、
と
あ
る
。」( H.1.5,8;  D

 100 b,1-2)

（
５
）	「
も
し
も
自
性
が
な
い
、
な
ど
と
い
う
句
が
文
字
通
り
だ
け
の
意
味
だ
と
す
れ
ば
、（
般
若
ハ
ラ
ミ
ツ
も
、）
こ
れ
ら
す
べ
て
の
（
能

動
的
な
働
き
を
す
る
）こ
と
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。受
け
容
れ
ら
れ
る
も
の
は ( upādeyāḥ)  

ま
っ
た
く
無
く
な
る
わ
け
だ
か
ら
、

こ
の
因
か
ら
は
こ
う
な
る
、
と
い
う
よ
う
に
受
け
容
れ
る
こ
と
も
不
適
切
な
わ
け
だ
。
そ
れ
と
も
、
そ
の
よ
う
に
受
け
容
れ
ら

れ
る
と
言
っ
て
も
、
一
体
何
が
受
け
容
れ
ら
れ
る
と
考
え
る
の
か
。」( H

.1.5,11; D
.100 b,6 – 101 a,1) 

（
６
）	「
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
こ
れ
ら
の
句
は
字
義
ど
お
り
の
も
の
だ
と
決
め
付
け
て
は
い
け
な
い
。
他
の
経
典
類
と
矛
盾
す
る
こ
と

に
な
る
か
ら
だ
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
密
意
（
そ
こ
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
、
意
図
）
が
あ
る
の
で
あ
る
。」( H

.1.5,12; D
 

101 a,1)

（
７
）	「『
普
現 ( sam

antāloka)  

と
い
う
名
の
経
』
に
も
、
文
字
通
り
の
意
味
に
捉
わ
れ
る
と
き
、
五
つ
の
過
失
が
あ
る
、
五
つ
と
は
、

信
解
な
き
拠
り
所
と
い
う
過
失
、
自
ら
求
め
る
こ
と
が
失
わ
れ
る
過
失
、
他
者
を
欺
く
過
失
、
教
え
て
く
れ
る
人
を
軽
蔑
す
る

過
失
、
そ
し
て
教
法
を
拒
否
す
る
過
失
で
あ
る
、
と
ブ
ッ
ダ
ご
自
身
の
言
葉
で ( svavacanena)  

示
さ
れ
て
い
る
。」( H

.1.7,1,3; D
 

102 a,1-2)

（
８
）	「
以
上
を
要
約
し
て
、
二
偈
を
示
す
。
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そ
れ
が
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
で
な
い
と
は
ど
う
し
て
か
。
矛
盾
す
る
か
ら
と
な
ら
、
そ
ち
ら
も
同
じ
こ
と
。
そ
れ
が
了
義
で
あ
る

と
は
全
く
知
ら
ず
と
も
、
そ
こ
に
了
義
が
な
い
と
は
ど
う
し
て
知
る
か
。

　
　
　

	　

そ
れ
は
字
義
通
り
で
は
な
い
、
矛
盾
す
る
か
ら
だ
。
人
に
害
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
、
間
違
っ
た
見
解
を
斥
け
る
か
ら
、

人
の
た
め
に
な
る
方
便
を
示
す
か
ら
だ
。」( H

.1.8; D
.105 b,4-6)

（
９
）	「
こ
ち
ら
は
了
義
だ
が
大
乗
に
了
義
は
な
い
、
と
主
張
す
る
人
は
、
学
び
聞
く
こ
と
が
足
り
な
い
か
ら
そ
の
よ
う
な
発
言
を
す
る

ほ
か
な
い
の
だ
。『
解
深
密
経
』
に
は
、
す
べ
て
の
現
象
は
無
自
性
だ
な
ど
と
い
う
よ
う
な
主
張
の
す
べ
て
は
了
義
で
な
い
、
と

述
べ
ら
れ
て
お
り
、
他
の
経
典
で
も
、
様
々
の
多
く
の
箇
所
に
同
じ
事
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
経
典
の
そ
の
よ
う
な
箇
所
は
、

挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
の
で
こ
こ
に
は
述
べ
な
い
。
そ
れ
ら
の
う
ち
少
し
の
偈
だ
け
を
挙
げ
よ
う
。」( H.1.9;  D.105 b,6-)

世
親
が
次
に
挙
げ
る
偈
は
、
玄
奘
訳
『
解
深
密
経
』
巻
二
、
無
自
性
相
品
第
五
、
途
中
の
、
世
尊
の
五
偈
の
初
め
二
偈
に
相
当
す
る
。
た

だ
し
玄
奘
訳
第
二
偈
の
第
３
句
は
否
定
表
現
（「
若
不
知
」）
に
な
っ
て
第
４
句
の
否
定
表
現
（「
不
能
往
」）
と
対
応
し
て
お
り
、
そ
れ
な

り
に
意
味
が
あ
る
。
し
か
る
に
、
現
存
す
る
『
釈
軌
論
』
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
第
二
偈
第
３
句
は
肯
定
表
現
（「
知
る
人
は
」）
で
、
こ
れ
は
、

北
京
版
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
も
同
じ
こ
と
だ
が
、
第
４
句
（「
見
失
っ
た
道
に
進
ま
な
い
」）
と
は
対
応
せ
ず
、
こ
の
ま
ま
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。

玄
奘
訳
の
否
定
詞
を
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
に
導
入
し
て
訳
出
す
れ
ば
、
次
（
10
）
の
よ
う
に
な
る
。
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
で
肯
定
表
現
の
第
３
句
に

対
応
す
る
よ
う
に
第
４
句
を
修
正
す
る
場
合
の
詳
細
は
、
そ
の
後
に
注
記
す
る
。

（
10
）「
世
尊
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
、

　
　
　

	　

諸
法
は
無
自
性
だ
、
諸
法
は
無
生
無
滅
、
初
め
か
ら
寂
静
、
す
べ
て
が
本
来
涅
槃
し
て
い
る
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
意
図
は

な
い
な
ど
と
言
う
智
者
が
一
体
あ
ろ
う
か
。

　
　
　

	　

相
が
無
自
性
，生
が
無
自
性
、勝
義
も
無
自
性
、と
私
は
す
で
に
説
い
た
。
こ
こ
に
意
図
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
人
は
見
失
っ

た
道 ( praṇaśam

ārgam
)  

に
進
む
こ
と
が
な
い
、
と
。」( H

.1.9,1; D
 106 a,1-2; Taisho 16,696 b; Tib. P. 29, no.774, 24 a,3-5)

（4）	

世親の『釈軌論』第四章が言及する「ブッダの密意」考察 　28



二　
『
解
深
密
経
』
の
無
自
性
説

『
解
深
密
経
』
の
こ
れ
ら
の
偈
は
そ
の
巻
二
の
核
心
に
触
れ
る
表
現
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、世
親
は
こ
れ
ら
二
偈
を
挙
げ
る
こ
と
で
『
釈

軌
論
』
著
述
の
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
示
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
巻
二
は
、
各
ペ
ー
ジ
３
段
の
大
正
蔵
経
で
は
、「
一
切
法
相
品
第
四
」
２

段
半
と
「
無
自
性
相
品
第
五
」
４
ペ
ー
ジ
と
か
ら
成
る
。
そ
の
う
ち
第
四
品
で
は
、
諸
法
の
三
種
の
特
徴
と
し
て
遍
計
所
執
相
、
依
他
起

相
、
円
成
実
相
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
三
相
の
関
係
を
説
明
す
る
。
一
切
の
法
は
、
こ
れ
が
あ
る
か
ら
か
れ
が
あ
る
、
こ
れ
が
生
ず
る
か
ら
か

れ
が
生
ず
る
縁
生
を
自
性
と
す
る
依
他
起
相
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
仮
に
自
性
と
差
別
と
を
立
て
る
言
語
表
現
を
特
徴
と
す
る
が
、
そ
こ
に

実
体
を
読
み
こ
み
執
着
を
起
す
の
で
、
遍
計
所
執
相
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
無
明
を
縁
と
し
て
行
を
、
乃
至
生
死
苦
悩
の
大
蘊
を
将
来
す
る
。

し
か
し
そ
の
い
ず
れ
の
相
に
も
真
実
は
な
い
、
無
自
性
性
で
あ
る
、
無
相
の
法
を
覚
了
す
る
円
成
実
相
が
こ
こ
に
現
成
す
る
、
と
。

第
五
品
で
は
、
ボ
サ
ツ
・
パ
ラ
マ
ー
ル
タ
サ
ム
ド
ゥ
ガ
タ ( Param

ārthasam
udgata)  

が
世
尊
に
訊
ね
る
。

「
世
尊
は
今
ま
で
無
量
の
法
門
を
説
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
、
そ
の
な
か
で
、
一
切
の
現
象
は
皆
自
性
が
な
く
、
生
な
く
滅
な
く
、

本
来
寂
静
で
自
性
に
お
い
て
涅
槃
で
あ
る
と
説
か
れ
た
の
で
す
が
、
い
っ
た
い
こ
れ
に
は
ど
の
よ
う
な
密
意
が
お
あ
り
な
の
で
し
ょ
う

か
。
今
こ
そ
ぜ
ひ
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
」
と
。

ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ
訳
『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
』
二
十
七
巻
の
最
後
巻
、
法
尚
品
第
八
十
九
冒
頭
に
、「
無
生
法
無
来
無
去
、
無
生
法

即
是
仏
。
無
滅
法
無
来
無
去
、
無
滅
法
即
是
仏
。
…
、
寂
滅
無
来
無
去
、
寂
滅
即
是
仏
。」( T.8,421 bc)

と
あ
る
の
を
見
る
と
、
質
問
者
の

質
問
の
ポ
イ
ン
ト
の
所
在
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。「
即
是
仏
」
と
言
わ
れ
る
「
無
生
」「
無
滅
」
が
単
な
る
否
定
概
念
と
し
て
扱
わ
れ

る
こ
と
は
般
若
経
典
の
意
図
で
は
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
虚
無
的
な
理
解
が
一
般
化
し
て
い
る
。
こ
れ
を
ど
う
し
た
ら
よ
い

か
、
密
意
と
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
で
あ
る
。
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世
尊
の
応
答
が
次
に
来
る
が
、
そ
の
要
点
を
纏
め
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
重
要
な
一
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ブ
ッ
ダ
の
密

意
を
そ
こ
に
求
め
ら
れ
た「
無
自
性
」自
体
は
変
ら
な
い
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
一
切
諸
法
は
皆
無
自
性
」だ
と
い
わ
れ
る
こ
と
の
ブ
ッ

ダ
の
密
意
は
、
同
じ
く
無
自
性
な
三
種
の
自
性
、
す
な
わ
ち
相
無
自
性
で
あ
る
遍
計
所
執
相
、
生
無
自
性
と
同
時
に
勝
義
無
自
性
で
あ
る

依
他
起
相
、
そ
し
て
勝
義
無
自
性
で
あ
る
円
成
実
相
、
と
し
て
現
実
の
実
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る ( T.16,694)

。
そ
の
深
い
密
意

が
こ
れ
ら
三
種
の
無
自
性
性
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ず
に
「
一
切
法
は
皆
無
自
性
で
あ
り
無
生
無
滅
、
本
来
寂
静
、
自

性
涅
槃
だ
」
と
「
隠
密
相
を
も
っ
て
説
く
（
す
な
わ
ち
、
否
定
表
現
を
列
挙
す
る
だ
け
）」
の
経
を
、『
解
深
密
経
』
の
世
尊
は
「
不
了
義
経 

( neyārthasūtra)  

」
と
呼
ぶ
。

こ
の
後
の
世
尊
の
言
葉
を
略
述
す
る
、

「
こ
の
不
了
義
経
を
聴
聞
す
る
人
が
こ
れ
ま
で
に
上
品
の
福
徳
と
智
慧
を
資
糧
（
正
等
覚
の
た
め
の
必
要
条
件
）
と
し
て
具
え
て
き
た
と

す
れ
ば
、
そ
こ
に
私
が
秘
め
た
密
意
を
あ
る
が
ま
ま
に
会
得
し
て
速
や
か
に
一
切
の
法
に
お
い
て
正
等
覚
を
現
成
す
る
だ
ろ
う
。」

「
そ
こ
ま
で
福
徳
と
智
慧
と
い
う
資
糧
を
具
え
て
き
て
い
な
い
人
の
場
合
、
不
了
義
の
経
典
に
如
来
の
密
意
を
会
得
す
る
こ
と
は
難
し

く
、
自
分
を
軽
ん
ず
る
だ
け
に
止
ま
る
だ
ろ
う
が
、
等
正
覚
を
得
る
た
め
の
二
資
糧
を
増
し
て
さ
ら
に
よ
く
成
熟
し
て
ゆ
く
こ
と
だ
ろ

う
。」

「
し
か
し
、場
合
に
依
っ
て
は
不
了
義
の
経
典
に
お
い
て
無
見
と
無
相
の
見
と
を
得
て
、密
意
で
あ
る
諸
法
の
遍
計
所
執
相
、依
他
起
相
、

円
成
実
相
と
い
う
三
相
に
思
い
が
到
ら
ず
、
私
が
説
く
法
を
実
体
視
し
て
、
法
の
内
容
と
し
て
の
義
で
は
な
い
も
の
を
義
と
し
て
捉
え
、

広
大
で
無
量
の
善
法
を
見
失
う
こ
と
が
あ
る
。」

「
こ
の
方
向
に
向
う
人
は
、『
一
切
法
皆
無
自
性
、
無
生
無
滅
、
本
来
寂
静
、
自
性
涅
槃
』
と
聞
い
て
恐
怖
を
覚
え
、
こ
れ
は
ブ
ッ
ダ
の

言
葉
で
は
な
い
、
魔
の
所
説
だ
と
し
て
こ
の
経
典
を
誹
謗
す
る
こ
と
が
起
き
る
。」

な
ど
と
世
尊
の
言
葉
が
続
く
。
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そ
の
後
に
、
世
親
が
『
解
深
密
経
』
か
ら
引
用
し
た
、
世
尊
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
偈
が
く
る
。
こ
こ
で
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
チ
ベ
ッ
ト
語

訳
に
つ
い
て
筆
者
が
上
に
指
摘
し
た
テ
キ
ス
ト
の
乱
れ
に
由
来
す
る
文
脈
上
の
不
整
合
が
明
白
に
な
る ( T. 616,695 b-696 b)

。
必
要
な
修

正
を
施
し
た
テ
キ
ス
ト
を
熟
読
し
て
筆
者
は
、『
釈
軌
論
』
の
世
親
の
言
葉
が
『
解
深
密
経
』
で
の
質
問
者
と
ブ
ッ
ダ
と
の
問
答
に
一
貫

す
る
問
題
意
識
を
充
分
に
踏
ま
え
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。

世
尊
の
教
え
を
受
け
て
ボ
サ
ツ
・
パ
ラ
マ
ー
ル
タ
サ
ム
ド
ゥ
ガ
タ
は
感
嘆
の
気
持
ち
を
表
明
し
て
言
う
、「
世
尊
よ
、
諸
仏
・
如
来
た

ち
が
密
意
し
て
言
わ
れ
た
言
葉
は
（abhipretyoktavacanam

）
甚
だ
微
妙
で
奥
深
く
、
理
解
し
が
た
く
、
理
解
し
が
た
い
お
言
葉
は

稀
有
の
こ
と
で
す
。
世
尊
よ
、世
尊
が
話
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
を
私
が
理
解
し
ま
す
限
り
で
は
、こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
…
」( T 

16,696 b; P.29, no.774, 24 a,8~24 b,1)

ボ
サ
ツ
・
パ
ラ
マ
ー
ル
タ
サ
ム
ド
ゥ
ガ
タ
は
合
計
６
回
、
世
尊
の
言
葉
と
し
て
自
身
が
理
解
す
る
と
こ
ろ
を
世
尊
に
告
げ
て
確
認
を
求
め

る
。
当
然
な
が
ら
、
遥
か
後
世
に
漢
訳
と
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
で
伝
わ
る
テ
キ
ス
ト
を
読
む
筆
者
は
、
理
解
困
難
に
陥
る
。
肝
心
要
の
と
こ
ろ

が
一
番
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
あ
る
。
６
回
目
に
、
す
べ
て
の
散
薬
、
仙
薬
に
乾
燥
し
た
生
姜
が
薬
と
し
て
入
っ
て
い
る
よ
う
に
、
と
喩

え
て
ボ
サ
ツ
が
言
う
、

「
そ
の
よ
う
に
こ
の
、
諸
法
皆
無
自
性
で
無
生
無
滅
本
来
寂
静
自
性
涅
槃
の
密
意
で
あ
る
三
種
の
無
自
性
性
と
い
う
了
義
の
言
教
が
一

切
の
未
了
義
の
経
典
に
も
与
え
ら
れ
て
お
り
ま
す ( T 16, 697 a,1~3; P.29,24 b,5~6:  nītārthanirdeŚo‘ pi sarvaneyārthasūtreṣu prayato bhavati.  

( The underlined part Sanskritized)  )

。」

と
に
か
く
、
筆
者
に
は
こ
の
一
番
重
要
な
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
理
解
困
難
な
の
だ
が
、
ボ
サ
ツ
は
ブ
ッ
ダ
か
ら
絶
賛
さ
れ
た
、
と
あ
る
。

最
後
に
、
ブ
ッ
ダ
に
よ
る
三
回
の
転
法
輪
が
仏
教
史
展
開
の
重
要
な
区
切
り
を
示
し
た
と
し
て
、
同
じ
ボ
サ
ツ
が
世
尊
を
讃
え
た
。
そ

の
要
旨
は
次
の
通
り
。

「
世
尊
は
初
め
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
、
リ
シ
パ
タ
ナ
の
施
鹿
林
で
声
聞
乗
に
進
む
人
々
の
た
め
に
四
諦
を
説
く
と
い
う
形
で
法
輪
を
展
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開
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
稀
有
の
す
ば
ら
し
い
教
え
で
他
に
並
ぶ
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
未
了
義
で
し
た
の
で
、
後
日
そ
の

真
意
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
側
に
議
論
の
起
き
る
余
地
を
残
し
ま
し
た
。

「
第
二
回
は
、
大
乗
に
進
む
人
々
の
た
め
に
一
切
法
は
皆
無
自
性
、
無
生
無
滅
、
本
来
寂
静
、
自
性
涅
槃
だ
と
い
う
法
輪
を
隠
密
相
で

以
て ( śūnyatāvādākāreṇa 

空
性
論
的
表
現
で)  

展
開
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
も
稀
有
の
す
ば
ら
し
い
教
え
で
し
た
が
、
未
了
義
で
後
日
議

論
を
招
く
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。

「
第
三
回
は
、
声
聞
乗
・
大
乗
と
、
一
切
の
乗
に
進
む
人
に
遍
く
、
一
切
法
は
皆
無
自
性
、
無
生
無
滅
、
本
来
寂
静
、
自
性
涅
槃
だ
と

い
う
法
輪
を
顕
了
相
を
も
っ
て ( suvibhāgayukta)  

展
開
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
こ
そ
は
議
論
の
余
地
の
な
い
真
の
了
義
の
教
え
で
あ
り

ま
す
」、
と ( T. 16,697 ab; Tib. P. 29, no.774, 26 b,7~27 a,7 ) 

。

こ
の
点
に
つ
い
て
筆
者
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
、
こ
の
項
を
結
ぶ
こ
と
に
す
る
。
ブ
ッ
ダ
の
転
法
輪
第
三
回
は
、
般
若
ハ
ラ
ミ

ツ
の
教
え
が
そ
の
密
意
と
し
て
具
え
て
い
る
三
種
の
無
自
性
性
を
明
瞭
に
言
葉
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
第
二
回
を
未
了
義
と

す
る
了
義
の
教
え
と
言
わ
れ
る
所
以
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
三
段
の
各
々
は
、
ブ
ッ
ダ
の
密
意
と
い
う
点
か
ら

言
え
ば
、
そ
れ
ら
は
単
に
発
展
段
階
を
示
す
と
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
条
件
に
即
応
し
た
仏
教
思
想
の
展
開
と
な
る

べ
き
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
第
三
回
の
転
法
輪
が
真
の
了
義
と
言
わ
れ
た
が
、
真
の
「
了
義
」
は
、
む
し
ろ
、
常
に
言
語
表
現

を
未
了
義
と
す
る
、ブ
ッ
ダ
の
諸
法
無
自
性
の
覚
に
ほ
か
に
な
い
。
究
極
的
に
は
、般
若
ハ
ラ
ミ
ツ
の
「
無
自
性
」
も
、ユ
ガ
唯
識
の
「
無

自
性
性
」
も
、
固
定
し
た
言
語
表
現
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
時
、
そ
こ
に
そ
の
言
語
化
を
「
未
了
義
」
と
す
る
「
ブ
ッ
ダ
の
密
意
」
が
働
い

て
い
る
こ
と
を
知
れ
、と
言
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
筆
者
の
解
釈
を
ほ
し
い
ま
ま
に
試
み
れ
ば
、第
一
回
転
法
輪
は
、シ
ャ
カ
ム
ニ
・
ブ
ッ

ダ
の
覚
の
構
造
を
滅
諦
を
基
本
と
す
る
四
諦
説
で
示
す
。
第
二
、
第
三
の
転
法
輪
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
滅
諦
を
基
本
と
す
る
四
諦
説
の

歴
史
上
の
展
開
と
見
た
一
種
の
史
観
で
、
そ
の
展
開
の
仕
方
を
般
若
ハ
ラ
ミ
ツ
か
ら
ユ
ガ
唯
識
思
想
へ
と
す
る
と
こ
ろ
に
『
解
深
密
経
』

の
独
自
性
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
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三　
「
密
意
」
の
語
意

世
親
が
『
釈
軌
論
』
で
指
摘
し
、『
解
深
密
経
』
が
詳
細
に
解
説
す
る
『
般
若
経
』
の
基
本
理
念
「
諸
法
皆
無
自
性
、
無
生
無
滅
、
本

来
寂
静
、
自
性
涅
槃
」
に
こ
め
ら
れ
た
ブ
ッ
ダ
の
、
漢
訳
で
「
密
意
」
と
言
わ
れ
る
原
語
、
名
詞
形 “ abhiprāya”

及
び
そ
の
形
容
詞

形” ābhiprāyika”

の
語
意
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。

動
詞
原
形 “ abhi- pre”=

to go near to;  to approach w
ith one’ s m

ind;  to think of;  to aim
 at,  intend

か
ら
名
詞
形 “ abhiprāyaḥ”=

aim
;  

purpose,  intention,  w
ish;  opinion;  m

eaning,  sense ( as of a w
ord or passage).

、
形
容
詞
形 “ ābhiprāyika”=

voluntary,  optional.  ( M
onier 

W
illiam

s)

と
な
っ
て
い
る
。
形
容
詞
形
チ
ベ
ッ
ト
語
訳 “ dgoṅs pa can”=

bhāvika ( Lokesh C
handra)=

actually being or existing,  real,  

natural;  full of feeling or passion;  noun.  language full of feeling or passion.  ( M
. W

illiam
s)  

と
い
う
説
明
に
で
あ
う
。
辞
書
に
よ
る
語

義
の
説
明
で
は
主
と
し
て
、「
意
図
、
意
図
を
も
つ
」
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
こ
の
重
要
な
語
の
仏
教
語
と
し
て

の
意
味
が
判
明
し
な
い
。

幸
い
、
長
尾
雅
人
先
生
が
遺
さ
れ
た
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
梵
文
テ
キ
ス
ト
解
読
の
『
和
訳
と
註
解
、
研
究
ノ
ー
ト
（
３
）』（
長
尾
文
庫

二
〇
〇
九
年
）
に
、
当
面
の
問
題
に
重
要
な
視
点
を
提
供
す
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
巻
十
八
の
第
三
十
一
，
三
十
二
，
三
十
三

偈
は
、
真
に
依
る
べ
き
四
法 ( catvāri pratisaraṇāni M

ahāvyutpatti 1545)  
、
す
な
わ
ち
人
で
な
く
法
、
文
字
で
な
く
意
味
、
識
で
な
く
智
、

不
了
義
経
で
な
く
了
義
経
を
弁
別
す
る
さ
い
の
心
得
を
説
く
、
と
さ
れ
る
。
長
尾
先
生
は
、
梵
文
偈
と
そ
れ
の
梵
文
註
を
掲
げ
、
そ
れ
ら

の
日
本
語
訳
、
そ
し
て
語
注
の
順
で
丁
寧
に
解
説
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
掲
載
さ
れ
た
梵
文
偈
を
中
心
に
梵
文
註
を
適
宜
利
用
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
拙
訳
で
考
察
を
進
め
る
。

『
大
乗
荘
厳
経
論
』
和
訳
と
註
解
―
長
尾
雅
人
研
究
ノ
ー
ト
―
（
３
）( pp.223-227)

（6）	
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( M
ahāyānasūtrālaṃ

kāra X
V

III kk.31-33)

「
依
る
べ
き
も
の
を
弁
別
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
三
偈 ( pratisaraṇavibhāge trayaḥ ślokāḥ)

」

「
古
聖
の
教
説
の
法
と ( ārṣaś ca deśanādharm

o)

、
そ
れ
が
意
図
す
る
意
味
と ( artho ‘ bhiprāyiko ‘ sya ca)  

、
そ
れ
の
信
ず
べ
き
了
義

と ( prām
āṇikaś ca nītārtho)  

、
そ
れ
の
言
葉
を
超
え
た
了
得 ( nirjalpā prāptir asya)  

と
。」 (31)  

「
斥
け
ら
れ
る
べ
き
も
の ( pratiṣedho)  

と
し
て
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
る
も
の
は (‘ tra deśitaḥ)

、
教
説
の
法
を
誹
謗
す
る
人 ( pratikṣeptur)

、

語
ら
れ
た
ま
ま
の
こ
と ( yathoktasya)

、
誤
解
を
固
定
す
る
こ
と ( m

ithyāsaṃ
tīritasya)

、
言
葉
に
終
始
す
る
了
得 ( sābhilāpasya)

、
だ
。」

(32)「
智
慧
あ
る
人
々
は
見
失
う
こ
と
が
な
い ( apraṇāśo hi dhīm

atām
)

、
信
解
を ( adhim

ukter)

、
訊
ね
求
め
る
こ
と
を ( vicārāc ca)

、
正

し
く
他
者
か
ら
聞
く
こ
と
を ( yathāvat parataḥ śravāt)

、
そ
し
て
言
葉
を
超
え
た
智
を ( nirjalpād api ca jñānād)

。」(33)

真
に
依
る
べ
き
四
法
を
列
挙
す
る
第
三
十
一
偈
の
第
二
、
拙
訳
の
「
そ
れ
が
意
図
す
る
意
味
」
を
長
尾
先
生
は
「
そ
こ
に
見
ら
れ
る
深

い
理
趣
を
湛
え
た
事
象
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
第
三
十
三
偈
「
智
慧
あ
る
人
々
は
見
失
う
こ
と
が
な
い
」
こ
と
の
第
二
、「
訊
ね
求
め
る

こ
と
を ( vicārāc ca)

」
を 

梵
文
註
は
「
自
ら
、
意
図
す
る
意
味
を
訊
ね
求
め
る
こ
と
を ( svayam

 ābhiprāyikārthavicāraṇāt)

」
と
説
明

す
る
。

ブ
ッ
ダ
の
教
説
に
こ
め
ら
れ
た
「
密
意
」
す
な
わ
ち
「
意
図
の
意
味
」
と
言
わ
れ
る
事
柄
に
つ
い
て
、『
大
乗
荘
厳
経
論
』
の
こ
れ
ら

の
偈
文
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
先
に
考
察
し
た
『
解
深
密
経
』
が
示
す
理
解
と
よ
く
一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
意
味
と
言
っ
て

も
文
字
通
り
の
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
却
っ
て
言
葉
を
絶
す
る
現
実
と
し
て
会
得
す
べ
き
事
象
、
他
者
の
言
葉
と
し
て
済
ま
す
こ
と
の

で
き
な
い
、
自
ら
究
明
し
会
得
せ
ず
に
は
お
け
な
い
主
体
的
性
格
の
事
象
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
大
乗
経
典
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
か
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
『
解
深
密
経
』
が
「
未
了
義
経
典
・
般
若
経
」

に
お
け
る
「
ブ
ッ
ダ
の
密
意
」
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
か
、
な
ど
を
『
釈
軌
論
』
の
著
者
・
世
親
の
誘
導
で
考
察
す
る
と
い
う
貴
重

（7）	
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な
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
そ
れ
は
、
大
乗
仏
教
思
想
の
豊
か
な
表
現
活
動
を
こ
の
あ
と
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
類
稀
な
思
想
家
の
肉
声
に
接

し
た
機
会
、
と
い
う
思
い
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

付
論　
『
釈
軌
論
』
第
四
章
に
見
ら
れ
る
『
楞
伽
経
』
偈

『
釈
軌
論
』
第
四
章
で
は
、
上
述
の
よ
う
に
世
親
は
『
解
深
密
経
』
か
ら
二
偈
を
引
用
す
る
が
、
そ
の
直
後
に
、「
さ
ら
に
次
の
例
が
あ

る
」
と
し
て
テ
キ
ス
ト
は
『
楞
伽
経
』
の
二
箇
所
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
続
け
て
三
偈
と
五
偈
半
と
を
引
用
す
る
。
三
偈
グ
ル
ー
プ
の
第
一
偈

以
外
は
ボ
ー
デ
ィ
ル
チ
訳（
魏
訳
）、そ
し
て
南
条
博
士
校
訂
梵
本
の
テ
キ
ス
ト
、と
内
容
的
に
一
致
す
る
。
問
題
の
第
一
偈
は
シ
ク
シ
ャ
ー

ナ
ン
ダ
訳
（
唐
訳
）
と
一
致
す
る
。
こ
れ
は
グ
ナ
バ
ド
ラ
訳
（
宋
訳
）
の
四
巻
本
の
偈
の
形
に
近
い
。
そ
れ
で
、『
釈
軌
論
』
に
入
っ
て

い
る
こ
れ
ら
の
『
楞
伽
経
』
偈
は
、
唐
訳
成
立
の
西
暦
七
〇
四
年
前
後
に
『
釈
軌
論
』
伝
承
者
に
よ
っ
て
唐
訳
に
近
い
梵
語
原
本
か
ら
挿

入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
釈
軌
論
』と
同
じ
く
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
世
親
の
別
の
論
書
、Karm

asiddhi-prakaraṇa

（
業

成
就
の
論
）
に
『
解
深
密
経
』
中
の
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
を
引
い
て
世
親
が
自
身
の
作
品 Vyākhyāyukti ( rnam

 par bśad paḥi rigs pa)  

の
名
を

挙
げ
て
論
ず
る
箇
所
が
あ
る
。
こ
の
作
品
の
名
を
『
釈
軌
論
』
と
漢
訳
し
た
玄
奘
の
『
大
乗
成
業
論
』
訳
出
の
時
点
で
こ
の
論
書
は
こ
こ

に
取
り
上
げ
る
『
楞
伽
経
』
偈
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
先
ず
、『
釈
軌
論
』
が
引
用
す
る
問
題
の
、
三
偈
グ
ル
ー
プ
の
第
一
偈
、
を
解
明
す
る
。
梵
文
偈
の
形
で
二
行
四
句
の
そ
の
偈

の
『
釈
軌
論
』
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
と
筆
者
の
日
本
語
訳
、
唐
訳
、
魏
訳
、
南
条
博
士
校
訂
梵
文
、
宋
訳
と
筆
者
の
復
元
梵
文
を
、
四
句
の
順

に
以
下
に
列
挙
す
る
。
宋
訳
と
の
相
違
点
は
傍
線
で
示
す
。
四
巻
本
『
楞
伽
経
』
偈
と
決
定
的
に
袂
を
分
か
つ
こ
と
を
示
す
第
４
句
に
は

『
釈
軌
論
』
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
、
筆
者
に
よ
る
訂
正
と
日
本
語
訳
を
加
え
た
。
南
条
校
訂
梵
本
で
は
第
三
章
と
偈
頌
品
と
に
同
一
の
偈
が

あ
り
、
形
に
大
差
は
な
い
。
魏
訳
は
本
文
中
と
偈
頌
品
中
と
で
、
第
３
，
４
句
の
訳
に
多
少
の
違
い
が
あ
る
。『
釈
軌
論
』
チ
ベ
ッ
ト
語

（8）	
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訳
と
一
致
す
る
唐
訳
で
は
、
三
偈
と
も
本
文
中
に
の
み
あ
り
、
偈
頌
品
に
は
な
い
。

三
偈
グ
ル
ー
プ
の
第
一
偈
第
１
，
２
，
３
，
４
句

（
１
）/ puṅ po dag la bdag m

ed do / 

身
心
を
構
成
す
る
要
素
の
集
ま
り
の
な
か
に
自
己
は
な
い
、

　
　
（
唐
訳
）
蘊
中
無
有
我
、　
（
魏
訳
） 

五
陰
中
無
我　
（
五
陰
中
無
我
）、　

　
　

na hyātm
ā vidyate skandhe  ( III,35a; Sagāthakam

 135 a)

（
宋
訳
）
陰
中
無
有
我
、nātm

ā vidyate skandheṣu 　

( Tokiw
a) 

（
２
）/ puṅ po dag ni bdag m

a yin /　

身
心
を
構
成
す
る
要
素
の
集
ま
り
は
自
己
で
は
な
い
。

　
　
（
唐
訳
） 

非
蘊
即
是
我
。　
（
魏
訳
） 

我
中
無
五
陰　
（
我
中
無
五
陰
）。

　
　

skandhāś caiva hi nātm
ani /  ( III,35 b; Sagāthakam

 135 b)

　
　
（
宋
訳
）
陰
非
即
是
我
。skandhāś caiva hi nātm

ā vai / ( Tokiw
a)

（
３
）/ de dag brtags pa bṣin du m

ed / 
そ
れ
ら
は
思
い
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

　
　
（
唐
訳
） 

不
如
彼
分
別
、 （
魏
訳
）
不
如
彼
妄
想　
（
分
別
無
是
法
）、

　
　

na te yathā vikalpyante  ( III,35 c;  Sagāthakam
 135 c)

　
　
（
宋
訳
） 

不
如
彼
妄
想
、na te yathā vikalpyante

（
４
）/ de dag m

ed pa ḥaṅ m
a yin no / ( H

 1.9,2,1; D
.106 a,3)　

そ
れ
ら
が
な
い
の
で
も
な
い
。

　
　
（
唐
訳
） 

亦
復
非
無
有 ( T.16,610 ab)

。　

　
　
（
魏
訳
） 

亦
復
非
是
無 ( T.16, 344 a) （
而
彼
法
非
無ibid.568 b)

。

　
　

na ca te vai na santi ca //  ( III,35 d; Sagāthakam
 135 d)

　
　
（
宋
訳
） 

亦
復
非
無
我
。na ca te vai na hyātm

ā ca // =
/ de dag bdag m

in m
a yin no /
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そ
れ
ら
が
自
己
で
な
い
の
で
も
な
い
。　

( Tokiw
a)

三
偈
グ
ル
ー
プ
の
第
二
偈
と
第
三
偈
、
そ
し
て
五
偈
半
グ
ル
ー
プ
は
、『
釈
軌
論
』
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
、『
楞
伽
経
』
南
条
校
訂
梵
本
、
魏
訳
、

唐
訳
と
の
間
に
内
容
的
に
相
違
は
な
い
の
で
、
梵
本
の
日
本
語
試
訳
を
示
す
に
止
め
る
。

三
偈
グ
ル
ー
プ
の
第
二
偈

「
す
べ
て
の
存
在
は
有
る
も
の
だ
と
は
愚
者
た
ち
の
思
い
込
み
よ
う
だ
が
、
そ
れ
ら
が
見
ら
れ
た
と
お
り
に
有
る
と
す
れ
ば
、
誰
も

が
見
真
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」( III,36; Sagāthakam

 136)

三
偈
グ
ル
ー
プ
の
第
三
偈

「
現
象
は
ど
れ
も
存
在
で
は
な
い
の
で
、
煩
悩
に
よ
る
汚
染
と
そ
れ
の
浄
化
と
は
存
在
し
な
い
。

す
べ
て
は
見
ら
れ
た
と
お
り
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
非
存
在
で
も
な
い
。」( III,37; Sagāthakam

 137)

『
釈
軌
論
』
引
用
の
以
上
三
偈
ま
と
ま
っ
て
の
出
所
は
、
従
っ
て
、『
楞
伽
経
』
魏
訳
原
本
と
南
条
校
訂
梵
本
と
の
本
文
と
偈
頌
品
と
の
い

ず
れ
で
も
な
く
、
唐
訳
本
文 (

無
常
品
三
―
一
、T 16, no.672, 610 ab) 

の
原
本
の
み
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

五
偈
半
グ
ル
ー
プ
（
１
）

「
現
象
は
す
べ
て
独
自
の
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は
そ
う
な
っ
て
は
い
な
い
。
他
と
の
関
連
に
従
っ
て
人
々
に
妄
想

の
思
い
込
み
が
起
る
の
だ
。」( Sagāthakam

 150)

五
偈
半
グ
ル
ー
プ
（
２
）

「
他
と
の
関
連
が
清
め
ら
れ
て
妄
想
に
よ
る
思
い
込
み
が
断
た
れ
た
と
き
、
他
と
の
関
連
は
真
如
と
し
て
妄
想
分
別
を
絶
し
た
あ
り

方
に
落
ち
着
く
。」( Sagāthakam

 151)

五
偈
半
グ
ル
ー
プ
（
３
）

「
妄
想
分
別
を
さ
ら
に
分
別
し
て
は
い
け
な
い
、
思
い
込
み
は
本
当
に
は
な
い
も
の
だ
。
知
覚
の
混
乱
を
分
別
し
て
把
握
さ
れ
る
も

（9）	
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の
を
把
握
す
る
も
の
と
別
と
す
る
の
は
、
不
可
だ
。
外
に
対
象
を
見
る
と
い
う
分
別
こ
そ
は
妄
想
分
別
の
自
性
な
の
だ
。」

( Sagāthakam
 152)

五
偈
半
グ
ル
ー
プ
（
４
）

「
妄
想
分
別
を
起
す
分
別
自
体
が
諸
縁
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
だ
。
外
に
対
象
を
見
る
の
は
誤
ま
っ
て
の
こ
と
、
心
の
他
に
対
象
は
な

い
、。」( Sagāthakam

 153)

五
偈
半
グ
ル
ー
プ
（
５
）

「
道
理
に
従
っ
て
正
し
く
観
察
す
る
人
々
に
は
把
握
す
る
と
把
握
さ
れ
る
の
別
は
消
滅
す
る
。

外
の
対
象
と
い
う
も
の
は
、
愚
者
が
思
い
込
む
よ
う
に
は
存
在
し
な
い
か
ら
だ
。」( Sagāthakam

 154)

五
偈
半
グ
ル
ー
プ
（
６
）

「
過
去
の
記
憶
の
残
像
に
惑
わ
さ
れ
た
心
が
対
象
の
幻
影
と
し
て
生
ず
る
。」( Sagāthakam

 155 ab)

以
上
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
偈
を
持
つ
経
典
は
、『
釈
軌
論
』
で
そ
の
名
は
秘
め
ら
れ
て
い
て
も
、
い
か
に
も
『
解
深
密
経
』

と
肩
を
並
べ
て
引
用
さ
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
大
乗
経
典
で
あ
る
。
初
め
の
三
偈
グ
ル
ー
プ
は
、
五
蘊
は
自
己
で
は
な
い
が
、
自
己
で
な

い
の
で
も
な
い
、
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
存
在
で
も
非
存
在
で
も
な
い
、
と
す
る
般
若
思
想
を
表
明
し
、
後
の
五
偈
半
グ
ル
ー

プ
は
三
無
自
性
性
の
間
の
関
係
を
記
述
し
て
『
解
深
密
経
』
の
思
想
と
の
親
近
性
を
示
す
。
世
親
の
思
想
の
伝
承
者
た
ち
に
と
っ
て
、
そ

の
名
を
挙
げ
れ
ば
識
者
か
ら
は
時
代
錯
誤
と
非
難
さ
れ
る
こ
と
の
自
明
で
あ
っ
た
『
楞
伽
経
』
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
如
何
に
頼
も
し

い
後
継
者
と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
、
を
窺
わ
せ
る
。
三
偈
グ
ル
ー
プ
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
失
わ
れ
た
『
楞
伽
経
』
原
典
に
近
い
形
を
残

す
唐
訳
の
原
本
が
選
択
さ
れ
た
、
と
筆
者
が
考
え
る
所
以
で
あ
る
。
世
親
の
『
釈
軌
論
』
中
へ
の
『
楞
伽
経
』
偈
の
挿
入
は
、
決
し
て
偶

然
の
、
も
し
く
は
単
な
る
思
い
つ
き
の
仕
業
で
は
な
か
っ
た
。
逆
に
そ
れ
は
、『
解
深
密
経
』
―
『
釈
軌
論
』
―
『
楞
伽
経
』
と
、
三
者

（10）	
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が
同
一
線
上
に
並
ぶ
思
想
表
現
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
筆
者
は
見
た
い
。

注（　

）	
本
稿
を
書
き
終
え
た
時
点
で
た
ま
た
ま
、清
水
俊
史
著『
上

座
部
仏
教
に
お
け
る
聖
典
論
の
研
究
』（
大
蔵
出
版
、

二
〇
二
一
年
二
月
）
が
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
を
中
心
テ
ー
マ
と

す
る
書
物
と
知
り
、
早
速
一
冊
を
取
り
寄
せ
、
本
を
開
い

て
驚
い
た
。
著
者
・
清
水
氏
は
、
ち
ょ
う
ど
筆
者
が
言
及

し
た
馬
場
紀
寿
氏
の
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
論
を
斥
け
る
目
的
で

こ
の
書
物
を
著
述
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
上
座
部
研
究
を
専

門
と
は
し
な
い
筆
者
だ
が
、
最
後
ま
で
一
気
に
読
み
通
し

て
、
そ
れ
な
り
に
よ
い
勉
強
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
た

だ
、
ラ
ン
カ
ー
の
歴
史
書
が
伝
え
る
大
乗
思
想
運
動
に
対

す
る
激
し
い
政
治
的
排
斥
を
行
っ
た
上
座
部
大
寺
派
に
迎

え
ら
れ
た
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
の
著
述
活
動
の
歴
史
的
意
義

は
、
鈴
木
氏
の
理
解
で
尽
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者

の
こ
の
疑
問
は
依
然
と
し
て
残
る
。

（　

）	

堀
内
氏
の
著
書
の
チ
ベ
ッ
ト
語
テ
キ
ス
ト
は
デ
ル
ゲ
、
北

京
、
金
写
、
チ
ョ
ネ
、
ナ
ル
タ
ン
の
五
版
に
よ
っ
て
校
訂

さ
れ
た
と
あ
り
小
論
は
こ
れ
を
参
照
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
語

テ
キ
ス
ト
の
日
本
語
訳
を
示
す
際
に
堀
内
氏
の
テ
キ
ス
ト

区
分
と
デ
ル
ゲ
版
テ
キ
ス
ト
内
の
位
置
と
を
併
記
す
る
。

一
例
、H

oriuchi 1.4,4;  D
 99 b,6-7

（　

）	

筆
者
が
先
行
研
究
の
先
駆
け
と
し
て
直
接
参
照
し
た
の
は

山
口　

益
先
生
の
左
記
二
論
文
で
あ
る
。

	
	「

世
親
の
釈
軌
論
に
つ
い
て
―
か
り
そ
め
な
解
題
と
い
う

ほ
ど
の
も
の
―
」
日
本
仏
教
学
会
年
報
第
25
号
一
九
五
九

年

	
	「

大
乗
非
仏
説
論
に
対
す
る
世
親
の
論
破
―
釈
軌
論
第
四

章
に
対
す
る
一
解
題
―
」『
東
方
学
論
集
』
一
九
六
二
年

	
	（

二
篇
と
も
『
山
口
益
仏
教
学
文
集
』
下
、
春
秋
社

一
九
七
三
年
、
所
収
）

（　

）	「
若
不
知
仏
此
密
意　

失
壊
正
道
不
能
往
」（
玄
奘
訳　

T.  
16,696 b)

	
	  / ḥdi la m

khas pa gaṅ ṣig dgoṅs pa m
i śes pa ni /

	
	 / rab tu ñam

s par ḥgyur baḥi lam
 du de m

i ḥgro //  ( P.  
29,  no.774,  24 a,3-5.  “ śes pa” corrected  to “ m

i śes pa”  
according to X

uan Zhuang’ s C
hinese version).

	
	 / m

khas pa gaṅ ṣig dgoṅs pas ḥdi dag śes pa ni /
	

	 / rab tu ñam
s par ḥgyur baḥi lam

 du de m
i ḥgro // 

( H.1.9,1;  D.106 a,2   This extant Tibetan form
 does not 

m
ake sense.   It needs to be corrected in either w

ay,  as 
is suggested by Tokiw

a.)

12
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玄
奘
訳
第
二
偈
第
３
句
の
「
不
知
」
を
チ
ベ
ッ
ト
語
訳

に
従
っ
て
「
知
」
に
訂
正
す
る
場
合
、
第
４
句
末
の
否

定
詞
を
前
に
移
動
さ
せ
て
次
の
よ
う
に
肯
定
文
で
一
貫

さ
せ
れ
ば
文
脈
に
合
致
す
る
。
左
は
そ
の
訂
正
文
。

	
	［

若
能
知
仏
此
密
意
（
ブ
ッ
ダ
の
こ
の
密
意
を
知
る
人
な

ら
ば
）
不
失
壊
道
彼
能
往
］（
見
失
う
こ
と
な
き
道
に
彼

は
進
む
）

	
	 / ḥdi la m

khas pa gaṅ ṣig dgoṅs pa śes pa ni / ( P.  29,  
no.774,  24 a,4-5)

	
	 / rab tu ñam

s par m
i ḥgyur baḥi lam

 du de ḥgro //  ( The 
second line corrected by Tokiw

a)

（　

）	

玄
奘
訳
文
「
於
諸
法
中
若
是
清
浄
所
縁
境
界
，
我
顕
示
彼

以
為
勝
義
無
自
性
性
。
依
他
起
相
非
是
清
浄
所
縁
境
界
。

是
故
亦
説
名
為
勝
義
無
自
性
性
。」( T.16,694 a)

に
対
応

す
る
北
京
版
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
も
、
否
定
詞
を
も
つ
（rnam

 
par dag paḥi dm

igs pa m
a yin pas

）( P.29,  
no.774,18 b,6)

。
一
方
、
ボ
ー
デ
ィ
ル
チ
訳
文
に
否
定
詞

は
な
く
肯
定
表
現
に
な
っ
て
い
る
（「
以
他
力
相
中
清
浄

観
故
」T.16, no.675,670 c

）。
文
字
通
り
の
文
意
は
そ
う

だ
が
、
依
他
起
相
の
特
色
は
、
そ
の
非
清
浄
所
縁
境
界 

( na viśuddhālam
bana iti)

た
る
こ
と
を
悟
る
智
が
現
前
す

る
こ
と
で
依
他
起
相
が
滅
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
れ
を

勝
義
無
自
性
性
と
す
る
と
考
え
た
と
す
れ
ば
、
玄
奘
訳
と

チ
ベ
ッ
ト
語
訳
と
の
否
定
形
は
正
し
い
。「
依
他
起
相
非

是
清
浄
所
縁
境
界
。
是
故
亦
説
名
為
勝
義
無
自
性
性
」
と

い
う
屈
折
し
た
表
現
に
そ
の
意
図
が
窺
わ
れ
る
。

（　

）	『
解
深
密
経
』
で
「
深
密
」
の
原
語saṃ

dhi

の
「
深
密
意 
( dgoṅs pa)

」
と
し
て
の
使
用
は
、
経
名
、
ボ
サ
ツ
名
に

限
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。『
楞
伽
経
』
で
は
用
法
が

異
な
る
。
例
え
ば
拙
著
復
元
テ
キ
ス
ト
区
分
第
97
段
の
表

現
、

	
	” aparim

ito m
ahām

ate sarvadharm
āṇāṃ

 yathārutārthāb
hiniveśasaṃ

dhiḥ”( N
anjo- ed.  text p.161,	 ll.10-11)

（「
マ

ハ
ー
マ
テ
ィ
よ
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
に
つ
い
て
字
義
通
り

に
執
着
す
る
危
機
的
接
合
に
は
限
り
が
な
い
。」）
で
は
、

saṃ
dhi 

は
、
字
義
通
り
に
執
着
す
る
「
危
機
的
接
合

（m
tsham

s sbyor ba

）」、
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（　

）	

ⅰ　

第
三
十
三
偈
の
拙
訳
「
見
失
う
こ
と
が
な
い
」
の
原

語
は
名
詞
形 ( apraṇāśo)  

だ
が
、
こ
の
偈
の
梵
文
註
で
は

動
詞
形 ( na pranaśyati)  

が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を

長
尾
先
生
は
漢
訳
語
を
用
い
て「
失
壊
す
る
こ
と
が
な
い
」

と
さ
れ
、「
失
壊
（
し
つ
え
）
す
る
」
の
語
に
つ
い
て
次

の
注
記
を
与
え
ら
れ
る
。

	
	 praṇāśa.  m

.  vanishing,  disappearance,  cessation,  loss,  
destruction,  death.  ( M

W
.).　

か
ら
退
失
す
るlas ñam

s 
par ḥgyur. ( pp.226-7)

5
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ま
た
、
同
じ
テ
キ
ス
ト
の
第
三
十
偈
第
２
句 

m
ārgapraṇaṣṭakān 

を
長
尾
先
生
は
「（
正
し
い
）
道
を

見
失
っ
て
い
る
者
」
と
訳
し
、
こ
の
句
の
梵
文
註 8)  

m
ārgapraṇaṣṭakā abhim

ānikā m
okṣam

ārgabhrāntatvāt 
を
次
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
。

	
	「

8　

道
を
見
失
っ
て
い
る
者
と
は
、
高
慢
に
な
っ
て
い

る
者
た
ち
の
こ
と
で
、（
彼
ら
は
真
の
）
解
脱
へ
の
道
か

ら
は
迷
い
出
て
い
る
か
ら
（
道
を
見
失
っ
た
者
）
で
あ

る
。」（
同
研
究
ノ
ー
ト
（
３
）pp.144-5)

	
	

拙
訳
は
こ
の
箇
所
の 

長
尾
先
生
の
訳
語
を
参
考
に
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。

（
７
）		

ⅱ　

玄
奘
訳『
解
深
密
経
』分
別
瑜
伽
品
第
六
で
ボ
サ
ツ
・

マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
（M

aitreya

）
が
世
尊
に
、
ボ
サ
ツ
た
ち

は
一
体
何
を
悟
れ
ば
空
性
に
失
壊
す
る
こ
と
が
な
く
高

慢
を
離
れ
る
こ
と
に
な
る
か
を
訊
ね
る
箇
所
が
あ
る
。
ブ

ッ
ダ
は
こ
の
質
問
を
高
く
評
価
し
て
、
ボ
サ
ツ
が
空
性

に
失
壊
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
大
乗
の
す
べ
て
に
お
い

て
失
壊
す
る
こ
と
に
な
る
、
諦
聴
せ
よ
、
と
注
意
を
促

し
て
言
う
、

	
	「
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
よ
、
依
他
起
相
と
円
成
実
相
の
全
面
に

亘
っ
て
、
雑
染
と
清
浄
と
に
捉
わ
れ
る
遍
計
所
執
相
を

究
極
的
に
離
れ
、
徹
底
し
て
無
所
得
で
あ
る
こ
と
こ
そ

は
、
大
乗
に
お
け
る
空
性
の
相
で
す
」
と ( T.  16,  701 b;  

Tib. P.  29,  no.  774,  37 b,  2~7)

。 
	

	

こ
れ
は
上
述
の
ボ
サ
ツ
・
パ
ラ
マ
ー
ル
タ
サ
ム
ド
ゥ
ガ

タ
が
賞
讃
し
た
ブ
ッ
ダ
の
第
三
転
法
輪
の
本
質
で
あ
る

真
の
了
義
、
三
相
の
無
自
性
性
を
、
将
来
仏
・
マ
イ
ト

レ
ー
ヤ
に
向
っ
て
シ
ャ
カ
ム
ニ
・
ブ
ッ
ダ
が
確
認
し
た

と
い
う
構
図
を
な
し
て
い
る
。

（　

）	

山
口　

益
著
『
世
親
の
成
業
論
』
法
蔵
館
一
九
五
一
年
。

p.213.

（　

）	

こ
こ
に
言
う
「
原
本
」
な
る
も
の
は
、
実
態
の
分
析
に
基

づ
く
筆
者
の
推
測
の
域
に
属
す
る
。

（　

）	

こ
の
偈
の
後
半
「
二
の
分
別
が
滅
す
る
こ
と
で
智
は
真
如

に
契
う
。」
は
、
引
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
花
園
大
学　

名
誉
教
授
）

8910
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