
〈
研

究

論
文

２

〉

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
龍
樹
）
と
道
元

―
二
諦
論
か
ら
の
『
正
法
眼
蔵
』
読
解
の
試
み
―

序

和
辻
哲
郎
「
沙
門
道
元
」
以
来
、
道
元
の
教
え
は
思
想
書
と
し
て
読
ま
れ

て
き

た
。

し
か
し

、
釈
尊
自
身
が
説

い
て
い
る
よ
う
に
、
仏
教
は
思
想
的
言

説
で
は
な
く
、
苦
し
み
か
ら
の
解
放
の
方
法
で
あ
る
。
『
正
法
眼
蔵
』
は
思

想

の
書

で
は
な
く
、
道

の
書
と
し

て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
そ
れ
、
修
証
は
ひ

と
つ
に
あ
ら

ず
と
お
も
へ
る
、
す
な
は
ち
外
道
の

見

な
り
。
仏
法

に
は
、
修

証

こ

れ

一
等

な

り
。
」

道

元

『
弁

道

話
』

（
一
・
二
八
）

道
元

は
修
証

一
等
な
る
も
の
と
し
て
仏
教
を
捉
え
た
。
修
行
（
手
段
）
と

結
果
と

し
て
の
悟
り
（
目

的
）

を
分
け

て
捉
え
る
の
は
「
外
道
」
の
考
え
方

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
二
乗
」
（
声
聞
乗
・
縁
覚
乗
）
の
仏
教
理
解
は
、

核

心
を
捉
え

た
も
の
で
は
な

い
。
『
正
法

眼
蔵
』

は
難
解
と
さ
れ

る
が
、
そ

吉
　
村
　
　
　

均

こ
で
指
し
示
さ
れ
て

い
る
の

は
修
証
一
等
な
る
仏
教
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て

修
証

一
等
が
い
か
な

る
も

の
で
あ

る
か
が
理
解
で

き
れ
ば
、
『
正
法

眼
蔵
』

は
一
貫
し
た
意
図
を
持

っ
た
も
の
と
し
て
現
れ
て

く
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿

で

は
『
正

法
眼
蔵
』
理
解
の
鍵
と
し
て
、

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
龍
樹
）
の

二
諦
論
を
取
り
上
げ
、
そ
れ

を
踏
ま
え
て

『
正
法

眼
蔵
』
を
読
み
解
く
こ
と

を
試
み
た

い
。

ナ
ー

ガ
ー
ル

ジ
ュ
ナ
は
阿
含
経

典
の
言
葉
に
基
づ
き
（
『
中
論
』
一
五
章
六

～
七
偈
）、

有
と
無

の
両

極

を
離
れ
た

あ
り
方
こ
そ
が

釈
尊
自
身

の
立
場
だ

と
し
て
、

相
手
の
素
質
・
能
力

に
応
じ
て
説

か
れ
た
対
機
説
法
の
教
え
を
体

系
化
し
、
大
乗
仏
典
を
阿
含

経
典
で

は
主
題

に
は
説
か
れ
て

い
な

い
仏
陀
の

境
地

に
至

る
教
え
と
し
て
位
置
づ
気

心
。

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
『
中
論
』

の
冒
頭
で
「
不
滅
、
不
生
、
不
断
、
不
常
、
不
一
義
、
不
異
義
、
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
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れ

た
、
正

し
く
覚

っ
た
者
に
、
も
ろ
も
ろ
の
説
法
者
の
な

か
で
最
も
す
ぐ
れ

た
人
と
し
て
、
私
は
敬
礼
す
る
」
と
、
二
元
論
を
離
れ
た
境
地
を
示
し
た
方

と
し

て
釈
尊
に
礼
拝
し
て
い
る
。
こ
の
（
漢
訳
の
言
い
方
で
は
）
不
生
不
滅

・：
戯
論
の
寂
滅
が
有
と
無
を
離
れ
た
境
地
の
こ
と
で
あ
る
こ
と

は
、『
中
論
』

二
五

章
で
示
さ
れ
て
い
る
。

ナ

ー
ガ

ー
ル
ジ

ュ
ナ
は
禅

の
伝
統
で

は
西

天

一
四
祖

と
さ
れ
、

道
元

は

「
西
天

東
土
、
出

家
在
家
の
菩

薩
・
祖
師
お
ほ

し
と

い
ふ

と
も
、
龍
樹
祖
師

に
お
よ
ば
ず
」
正
法
眼
蔵
『
出
家
功
徳
』
（
四
・
六
八
）
、
「
…
龍
樹
・
提
婆
師

資
よ
り
の
ち
、
三
国
の
諸
方
に
あ
る
前
代
後
代
、
ま
ま
に
仏
学
す
る
人
物
、

い
ま
だ
龍
樹

・
提
婆
の
ご
と
く
道
取
せ
ず
。
い
く
ば
く
の
経
師
論
師
等

か
、

仏

祖
の
道
を
蹉
過

す
る
」
正
法
眼
蔵

『
仏
性
』
（

万

一
〇
一
）
と
、
極
め
て

高

く
評

価

し
、
『
正

法

眼

蔵
』

に
は

ナ
ー

ガ
ー

ル
ジ

ュ

ナ
の
作

と

さ
れ
び

『
大
智
度
論
』

か
ら
の
引
用

が
数
多
く
見
ら

れ
る
。
こ
れ

は
単
に

ナ
ー

ガ
ー

ル
ジ
ュ

ナ
が
イ

ン
ド
仏
教
を
代
表
す
る
高
僧
だ

か
ら
と

い
う
の
で

は
な
い
だ

ろ
う
。
道
元
の
入
宋
時

の
記
録
で
あ
る

『
宝
慶
記
』

は
師

の
天

童
如
浄

の
次

の
よ
う
な
言
葉
を
伝
え
て

い
る
。

「
慧
聞
禅
師

は
そ

の
か
み
、
背
手

に
し
て
経

を
探

り
、
龍
樹

が
造
る
所

の
中
観
論
を
得
て
、
初
め
て
一
心
三
観
を
立
つ
。
…
慧
聞
禅
師
は
中
観

論
に
依
る
と

い
え
ど
も
、
た
だ
所
造

の
論
文

を
披

く
の
み
に
し
て

い
ま

だ
能
造
の
龍
樹

に
遇

わ
ず
、
ま
た

い
ま
だ

か
つ
て

龍
樹

の
印

可
を
も
蒙

ら
ざ
る
な
り
。
」

こ
れ
は
天
台
智
ギ
の
師
の
師
で
あ
る
慧
聞
に
つ
い
て
の
評
で
あ
る
が
、
慧

聞

は
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
書
い
た
教
え
を
読
ん
だ
だ
け
で
、
作
者
の
ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
に
会
っ
た
こ
と
は
な
く
印
可

も
受
け
て

い
な
い
、
と
い
う
の

が
批
判

の
言

葉
と
し
て
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
如
浄
自
身
は
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
に
会

っ
た
こ

と
が
あ
り
印
可
も
受
け
て

い
る
こ
と
が
前
提
で
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
道
元
は
そ
う
受
け
取

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

道
元

が
法

を
嗣
い
だ
の
は
そ
の
よ
う
な
師
か
ら
だ

っ
た
。

道
元

に
と

っ
て

、
釈
尊
の
教
え
と

ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
教
え
と
天
童
如

浄

か
ら
受
け
取

っ
た
教
え

は
、
一
分
の
狂
い
も
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
た
。
そ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
次
の
よ
う
に
道
元
が
一
二
巻
正
法

眼

蔵

『
四

禅
比
丘
』
で

釈
尊
の

言
葉
と

し
て

『
大
智

度
論
』
所
引

の

『
義

品
』
（
パ
ー
リ
仏
典
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
第
四
章
に
相
当
）
を
孫
引
き
し

て

い
る
こ
と
で

あ
る
。

「
是

の
時

に
仏
、
義
品

の
偈
を
説

い
て
言

は
く
、
「
各
々
究
竟
な
り
と

謂
ひ
て
、
而

も
各
自
ら
愛
著
し
、
各
自
ら
是
と
し
て
彼
を
非

な
り
と
す
、

是
れ
皆
な
究
竟
に
非
ず
。
是
の
人
論
衆

に
入
り
て
、
義
理
を
辯
明
す
る

時
、
各
々
相
是
非
し
、
勝
負
し
て
憂
苦
を
懐
く
。
勝
者
は
■
坑
に
堕
し
、

負
者
は
憂
獄
に
堕
す
。
是
の
故

に
有
智

の
者

は
、
此
の
二
法
に
堕
せ
ず
。

論
力
、
汝
当
に
知
る
べ
し
、
我
が
諸
の
弟
子
の
法
は
、
虚
も
無
く
亦
た

実
も
無
し
。
汝
、
何
れ
の
所
を

か
求

め
ん
と
欲
ふ
。
汝
、
我
が
論
を
壊

せ
ん
と
欲
は
ば
、
終
に
已

に
此

の
処
無
し
、
一
切
智
も
明
ら
め
難
し
、

適
　

自
ら
毀
壊
す
る
に
足
ら

ん
の
み
」
。
」
（
四
・
三
七
＝
〒
四
）

道
元

に
と

っ
て
も
釈
尊
は
実

（
＝
有
）
と
虚

（
＝
無
）
の
両
極
を
離
れ
た
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境
地

を
説

い
た
方
で
あ
り
、
そ
れ
が

ナ
ー
ガ
ー
ル

ジ
ュ
ナ
の
釈
尊

理
解
と
し

て
認
識

さ
れ
て

い
た
こ
と
を
、
こ

の
引
用

は
示

し
て

い
る
。

し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
有
／

無

の
二
元
論
を
離
れ
た

立
場

を
、
有
／

無
、

自
／

他
な
ど
、
区

別
す
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
概
念

に
よ

っ
て
直

接
表
す

こ

と

は
で
き

な
い
。

ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
、
釈
尊

の
教
え

は
概
念

を
超
え

た

勝

義
諦

と
概
念
的

に
把
握

さ
れ

た
世
俗
諦
の
二
つ

の
真
理

か
ら

な
っ
て

お
り
、

体

得
す

べ
き
な
の

は
勝
義
諦
だ
が
、
そ
れ
を
指
し
示
す

た
め
に
は
概
念

レ
ベ

ル
で
の
世
俗
諦
を
利
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
説
い
て
い
る
。
イ
ン
ド
・
ブ
ッ

ダ
ガ
ヤ
の
木

陰
で
悟
り
を
開

い
た
釈
尊
が
教
え
を
説
く
こ
と
を
躊

躇
し

た
と

い
う
梵
天

勧
請
の
故
事
は
有
名
だ
が
、
釈
尊
が
た

め
ら

っ
た
の
は
こ
の
二
諦

を
正
し

く
理
解
す
る
こ
と
の
む
つ

か
し
さ
に
よ
る
の
だ
と

い
う
。

「
二

諦
に
も
と
づ
い
て
、
も
ろ
も
ろ
の
仏
陀
の
法
の
説
示

〔
が

な
さ
れ

て

い
る
。

す
な
わ
ち
〕
世
間
の
理
解
と
し
て
の
真
理

（
世
俗
諦
）
と
、

ま

た
最
高
の
意
義
と
し
て
の
真
理

（
勝
義
諦
）
と
で
あ

る
。
…

〔
世
間

の
〕

言
語
慣
習
に
依
拠
し
な
く
て

は
、
最
高
の
意
義

は
、
説
き
示

さ
れ

な
い
。
最
高
の
意
義

に
到
達
し
な
く
て
は
、
涅
槃

は
証
得

さ
れ
な
い
。

誤

っ
て
見
ら
れ
た
空
で
あ

る
こ
と

は
、
智
慧

の
鈍

い
も

の
を
破
滅

さ
せ

る
。
あ
た
か
も
、
誤

っ
て
捕
ら
え
ら
れ
た
蛇
、
あ

る
い
は
ま
た
、
誤

っ

て

な
さ
れ
る
呪
術
の
よ
う

に
。
そ
れ
ゆ
え
、
鈍

い
者

た
ち
に
は
、
法

が

体

得
さ
れ
難

い
こ
と

を
慮

っ
て
、
法
を
説
示
し
よ
う

と
す

る
、
牟
尼

の

心
は
、
押
し
と
ど

め
ら
れ

た
。
」
（
『
中
論
』
二
四
章
八
～
一
二
偈
）

こ

の
よ
う
な
、
有
と
無

の
両
極

を
離
れ

た
境
地
を
指
し
示
す
言

葉
と
し
て

、

経

典
の
言
葉
が
読
み
解
か
れ
示
さ
れ
て

い
る
の
が

『
正
法
眼
蔵
』
で
は
な
い

か
と
い
う
の
が
。
筆
者
の
見
通
し
で

あ
る
。

一
　

道

元

の

経

典

の

言
葉

の
読

み

解

き

方

経

典
の
言
葉
の
中
に
は
、
素
直
に
読
め
ば
目
的
と
手
段
が
分
か
れ
た
、
二

元

論
的
な
教
え
も
存
在
す
る
。
し
か
し
道
元

は
そ
の
よ
う

に
は
読
み
解
か
な

い
。

例
え

ば
、
釈
尊
初
転
法
輪
の
教
え
で
あ

る
四
聖
諦

に
つ

い
て
、
苦
・
集

を
世
俗
諦
、
滅
・
道
を
勝
義
諦
と
す
る
解
釈
を
「
論
師
」
の
説
と
し
て
退
け

る
。

苦
し
み

の
原
因

（
集
）
を
実
践
（
道
）

に
よ

っ
て
滅
す
る
と
い
う
解
釈

は
、
修
と
証

を
分

け
る
こ
と
に
な
り
、
道
元

か
ら
見
れ
ば
正

し
い
理
解
で

は

な

い
。「

四
諦

と
い
ふ
は
、
苦
諦
・
集
諦
・
滅
諦
・
道
諦
な
り
。
こ
れ
を
き

气

こ
れ

を
修
行

す
る
に
、
生
老
病
死
を
度
脱
し
、
般
涅
槃
を
究
竟
す
。
こ

の
四

諦
を
修
行
す
る
に
、
苦
・
集

は
俗
な
り
、
滅
・
道

は
第
一
義
な
り

と
い
ふ
は
、
論
師
の
見
解
な
り
。
も
し
仏
法

に
よ
り
て
修
行
す
る
が
ご

と
き

は
、
四
諦
と
も
に
唯
仏
与

仏
な
り
。
四
諦
と
も

に
法
住
法
位
な
り
。

四

諦
と
も

に
実
相
な

り
。
四
諦
と
も

に
仏
性
な
り
。
」
正
法

眼
蔵

『
仏

教
』
（
二
・
三
〇
二
）

七

仏
通

誡
偈
の
「
諸
悪

莫
作
」

に
つ
い
て
も
、
悪

を
な
し
て

は
な
ら
な
い

と

は
と
ら

な
い
。
や
め
る
べ
き
悪

が
あ
り
そ
れ
を
や

め
る
と

い
う
行
為
に
よ

っ
て

結
果
を
得

る
と
解
釈
し
て

は
。
修
と
証
を
分
け

る
こ
と
に
な
る
（
正
法

眼
蔵
『
諸
悪
莫
作
』
二
・
二
三
二
）
。
『
三
十
七

品
菩
提
分

法
』
巻
で

は
同

様
の
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姿
勢
で

、
三
十
七
品
菩

提
分
法

す
べ
て
を
読
み
解

い
て
い
る
。

こ
れ
ら

は
特

異
な
解
釈

の
よ
う

に
み
え

る
が
、
『
般
若
心
経
』

は
「
無

苦

集
滅
道
」
と
説

い
て
い
る
の
で

あ
り
、
「
無

苦
集

滅
道
」

こ
そ
が

釈
尊
自
身

の
悟
っ
て
い
る
（
＝
勝
義
の
）
苦
・
集
・
滅
・
道
（
＝
四
聖
諦
）
で
あ
る
。

正

法
眼
蔵
の
中

で
も
比

較
的
は
や
く
成
立
し
た

『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
』
巻

は

『
般
若
心
経
』
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
色
即
是

空
、
空
即
是
色
」
、

色
（
世
俗
）

と
空

（
勝
義
）

は
対

立
し
た
り

矛
盾
す

る

も
の
で

は
な
い
。
「
色
即
是
空
、

空
即
是

色
」

と
は
、
色
は
色
で

空
は
空

で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
観
自
在
菩
薩
の
行

深
般
若
波
羅
蜜
多
時

は
、
渾
身
の
照
見
五
蘊
皆

空

な
り
。
五
蘊

は
色
受

想
行

識
な
り
、
五
枚
の
般
若
な
り
。
照
見
こ
れ

般

若
な
り
。

こ
の
宗
旨
の
開
演
現
成
す

る
に
い
は
く
、
色
即
是

空
な
り

、

空
即
是
色
な
り
、
色
是
色
な
り
。

空
即
空

な
り
」
正
法
眼
蔵

『
摩
訶

般

若
波
羅
蜜
』
（
一
・
六
二
）

『
大
智
度
論
』
冒
頭
で

『
般
若
経
』
造

論
の
意
図

が
説

か
れ
、

そ
の
文

脈
で

先

に
紹
介
し
た

『
義
品
』
と
同
趣
旨

の
引
用

（
『
衆

議
経
』
）
が

な
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。

道
元
は
正

法
眼
蔵

『
現
成
公
案
』
巻
で

「
た
き
木

、
は
ひ
と

な
る
、
さ
ら

に
か
へ
り
て
た
き
木
と
な

る
べ
き

に
あ
ら

ず
。

し
か
お

る
を
、
灰

は
の
ち
、

薪
は
さ
き
と
見
取
す
べ
か
ら
ず
」
（
一
・
五
五
）
と
説
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は

二

諦
論

に
基

づ

い
て

、
薪

が
先

で

灰

が
後

と

は
見

な

い
こ

と

が
勝

義

諦

（
空
）
、
薪
が
灰

に
な
り
灰
が
薪

に
な
る
こ

と
は
な
い
こ
と

が
世

俗
諦
（
色
）

で
、
こ
の
ふ

た
つ
が
矛
盾
・
対
立
し
な
い
（
色
即
是

空
、
空
是
即
色
）
こ
と

を
説

い
て

い
る
と
理
解
す

べ
き
だ
ろ
う
。

二
　

道
元

の
仏

陀

の
教

え

の
捉
え

方

道
元
は
一
二
巻
正
法
眼
蔵
『
四
馬
』
で
、
『
維
摩
経
』
の
「
一
音
説
法
」

を
引
用
し
て

い
る
。

釈
尊

は
一
音

を
以

っ
て
教
え

を
説
い
た
の
で

あ
り
、
そ

れ
を
聞
く
側

が
そ
の
能
力

に
応
じ
て
様

々
な
異
な
る
教
え

と
し
て
聞
き
取

っ

た
と
い
う
の
で

あ
る
（
四
・
三
三
四
）
。

道
元

の
理

解
に
よ
れ
ば
仏

教
は
一
乗
で
あ
り
、
三
乗

の
違

い
は
教
え
を
聞

く

側
の
理
解

に
よ

っ
て
生
じ

る
。
声
聞
の
教
え
、
縁

覚
の
教
え
、
菩
薩
の
教

え

（
三
乗
）
と

い
っ
た
区
別

は
、
釈
尊
の
側
に
存
在
す

る
の
で

は
な
い
。

「
阿
羅

漢
・
辟
支
仏
も
、
み

な
つ
ひ

に
菩
薩
と
な
る
。

一
人

と
し
て
も

小
乗
に
て
を
は
る
も
の
な
し
。
」
一
二
巻
正
法
眼
蔵
『
四
禅
比
丘
』

（
四
・
三
七
五
）

「
わ
れ
ら
は
も
と
よ
り
無
上
菩
提
か
け

た
る
に
あ
ら
ず
、
と
こ
し
な
へ

に
受
用

す
と
い
へ
ど
も
、
承
当
す
る
こ
と
を
え
ざ
る
ゆ
ゑ
に
、
み

だ
り

に
知
見
を
お
こ
す
事
を
な
ら
ひ
と
し
て
、
こ
れ
を
物
と
お
ふ
に
ょ
り
て

、

大
道
い
た
づ
ら
に
蹉
過
す
。
こ
の
知
見
に
よ
り
て
、
空
花
ま
ち
く
な

り
。
あ
る
い
は
十
二
輪
転
、
二
十
五
有

の
境
界
と
お
も
ひ
、
三
乗
五
乗

、

有
仏
無
仏
の
見
、
つ
く
る
事
な
し
。
」
『
弁
道
話
』
（

丁

二
四
～
五
）

禅
で
よ
く
い
わ
れ
る
「
教
外
別
伝
」
、
釈
尊
は
言
葉
に
ょ
る
様
々
な
方
便

の
教
え
以

外
に
、
悟
り
の
核
心
を
ダ
イ

レ
ク
ト
に
摩
訶
迦
葉
に
伝
え

、
そ
れ
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が
禅
で

あ
る
と
い
う
説
を
道
元

は
明
確
に
否
定
す

る
が
、
そ
れ

は
こ
の
よ

う

な
教
え

の
理
解
か
ら
す
れ
ば
当

然
で
あ
る
。
釈
尊

は
悟
り

の
核
心
を
説
く
以

外

の
こ

と
は
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
。

「
あ
る
漢
い
は
く
、
釈
迦

老
漢
、
か
つ
て
一
代
の
教
典
を
宣
説
す

る
ほ

か
に
、
さ
ら
に
上
乗

一
心
の
法
を
摩
訶
迦
葉

に
正
伝
す
、
嫡

々
相
承
し

き

た
れ
り
。
…
こ
の
道
取

、
い
ま
だ
仏
法
の
家
業

に
あ
ら
ず
。
…
仏
正

法

眼
蔵
を
単
伝
す
る
仏
祖

、
い
か
で

か
仏
教
を
単
伝
せ
ざ
ら
ん
。

い
は

ん
や
釈
迦
老
漢
、
な
に
と
し
て
か
仏
家
の
家
業

に
あ

る
べ

か
ら
ざ
ら

ん

教
法

を
施
設

す
る
こ
と
あ
ら

ん
。
・・・
こ
の
ゆ
ゑ
に
、
上
乗
一
心
と
い
ふ

は
、
三
乗
十

二
分

教
こ
れ
な
り

、
大
蔵
小

蔵
こ
れ
な
り
。
」
正
法

眼
蔵

『
仏
教
』
（
二
・
二
九
四
～
六
）

だ

か
ら

こ
そ
、
前
節
で
見
た
よ

う
に
教
え

の
言
葉
を
理
解
す
る
こ
と
が
重

要

に
な

っ
て
く

る
。
教
え

を
二
元

論
を
超
え

た
も
の
と
し
て
「
決
定
信
解
」

（
正
法
眼
蔵
『
発
菩
提
心
』
）
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
釈
尊
の
真
意
を
つ
か
む
方
法

な

の
で

あ
る
。三

　

師

の
役

割

こ

の
よ
う
な
経
典
と
教
え

の
理
解
は
、
文
献
と
し
て
経
典
を
読
む
こ
と
だ

け
を
通
じ

て
は
得
ら
れ

な
い
。
こ

の
よ

う
な
理
解

に
は
、
す
で
に
そ
の
よ
う

な
理
解

を
得
て

い
る
師

の
導
き
が
不
可

欠
で
あ
る
。
道
元
は
概
念

レ
ベ
ル
で

理
解

し
て

い
る

（
つ
も

り
の
）
師

に
つ

い
て
は

い
け

な
い
と
警

告
し
（
『
弁

道
話
』
一
・
二
四
）
、
「
師
の
正
邪
に
随
っ
て
悟
の
偽
と
真
と
有
り
」
（
『
学
道
用

心
肺

』
）
と
ま
で
言

っ
て
い
る
。

道
元
自
身
、
中
国
で
天

童
如
浄

に
出

会
い
、
「
釈
迦
牟
尼
仏
者
、
迦
葉
仏

に
嗣
法
す
。
…
」
と
説
く
の
を
聞
い
て
前
後
関
係
・
時
代
が
合
わ
な
い
と
疑

問

に
思
い
、
如
浄

か
ら

「
な
ん
ぢ
が

い
ふ
と
こ
ろ
は
聴
教
の
解
な
り
、
十
聖

三
賢
等
の
道
な
り
、
仏
祖
嫡
々
の
道
に
あ
ら
ず
。
…
諸
阿
笈
摩
教
の
い
ふ
と

こ
ろ
の
劫
量
・
寿
量
等
に
か
＆
は
れ
ざ
る
べ
し
。
…
釈
迦
仏
は
迦
葉
仏
に
嗣

法
す

る
と
学

し
。
迦
葉
仏

は
釈
迦
仏

に
嗣
法
す
る
と
学
す

る
な
り
。

か
く
の

ご
と

く
学
す

る
と
き
、
ま

さ
に
諸
仏
諸
祖
の
嗣
法
に
て
は
あ

る
な
り
」
と
教

え
ら

れ
、
「
こ
の
と
き
道
元

、
は
じ
め
て
仏
祖

の
嗣
法

あ
る
こ

と
を
稟
受
す

る

の
み
に
あ
ら
ず
、
従
来

の
旧
業
を
も
脱

落
す

る
な
り
」

と
い
う
（
正
法
眼

蔵
『
嗣
書
』
二
・
三
八
九
～
九
一
。
『
面
授
』
巻
も
参
照
）
。
先

に
述
べ
た

よ
う
な

仏
説
解
釈
も
、
天
童
如
浄
の
了
義
・
未
了
義
経
に
つ
い
て
の
通
常
と
は
ま

っ

た
く
異
な
る
説
明
で
示
さ
れ
て
い
る
。

「
汝
の
言
は
非
な
り
。
世
尊
の
所
説
は
、
広
略
と
も

に
道
理
を
尽
く
せ

ば
な
り
。
た
と

い
広
説
す
る
も
道
理
を
究
尽

し
、
た
と

い
略
説
す
る
も

道
理
を
究
尽
し
、
そ
の
義
理

に
お
い
て
究
竟
せ
ざ
る
こ
と
な
し
。
な

い

し
、
聖
黙
も
聖
説
も
皆
、
こ
れ
仏
事
な
り
。
ゆ
え
に
光
明
を
仏
事
と
な

し
、
飯
食
を
仏
事
と
な
す
。
…
ゆ
え

に
す
べ
か
ら
く
知

る
べ
し
。
皆
、

了
義
な
り
、
と
。
」
『
宝
慶
記
』

道
元
が
如
浄
に
了
義
経
・
未
了
義
経
の
別
を
尋

ね
た
と
こ
ろ
、
固
有
名
詞

な
ど

の
省
略
が
な
い
の
が
了
義
経
だ
と
い
う
答
え
が
返
り
、
真
意
が
直
接
説

か
れ
て
い
る
の
が
了
義
経
で
解
釈
が
必
要
な
方
便
の
教
え
が
未
了
義
経
で
は
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な

い
か
と
聞
き
返

し
た
と
こ
ろ

、
釈
尊

の
教
え

に
了

義
で

な
い
も
の
は
な
い

と

言
わ
れ

た
と

い
う
の
で

あ
る
。

結

序
で
述

べ
た
よ

う
に
、
二
諦
論
を
た
だ
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て

む
ず

か
し

い
。

そ
の
た
め
釈
尊
の
教
え

は
相
手

の
理
解
力

に
合
わ
せ
た
対
機

説
法
と

な
っ
た
。

「
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
な
い
」

と
も
説

い
て

い
る
。」

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ

『
中
論
』

一
八
章
六
偈

こ
の
偈

に
つ

い
て

、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ

ィ
は
中

論
註

『
明
句
論
』
に

お
い
て
、
上
・
中
・
下
根
の
三
種
の
衆
生
に
対
す
る
教
え
と
解
釈
し
て
い
る
。

釈
尊

は
①
不
善

を
な
す
下

士
に
は
そ
れ
を
や
め
さ
せ
る
た

め
に

（
世
俗

に
お

い
て
）
我

が
あ

る
と
説
き
、
②
不

善
は
や
め
ら

れ
た
が
輪
廻
の
世
界
を
出
る

こ

と

が
で

き

な

い
中

士

に

は
涅
槃

を

勧

め
る

た

め

に
無
我

を

説
き

、
③

「
我
」

へ
の
執
着

を
ほ
と
ん
ど
な
く

す
こ

と
が
で
き

た
上
士

に
は
我
も
無
く

無
我
も
無

い
と

説
い
た
。
そ
し
て
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ

ィ
は

ア
ー
リ

ア
デ

ー
ヴ
ア
『
四
百

論
』

と
ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ

『
宝
行
王
正

論
』
の
次
の
よ
う

な
言
葉

を
引
用

し
て
い
る
。

「
は
じ

め
に
非

福
の
排
除
を
、
中

間
に
お
い
て
ア
ー

ト
マ
ン
の
排
除
を
、

の

ち
に
一
切

の
排
除
を
知

る
者

、
か
れ
は
智
者

で
あ

る
。
」

ア
ー
リ

ア

デ

ー
ヴ

ア
『
四
百

論
』

「
文
法
学
者

は
（
弟
子

に
）
字
母

の
よ

う
な
も

の
で
も
教
え
ま
す
。
そ

の
よ
う

に
、
仏
陀
は
教
化
の
対

象
で

あ
る
人

び
と
の
能
力
に
応
じ
て

、

法
を
説

か
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で

、
あ
る
人

び
と

に
は
罪
悪

か
ら
逃
れ
る

よ
う

に
法
を
説
き
、
あ
る
人
び
と
に
は
福
徳

を
完
成
す

る
よ
う
に
法
を

説
き
、
ま
た
あ

る
人
び
と
に
は
。
両
者

に
よ

る
と
こ
ろ

の
法
を
説
か
れ

ま
し
た
。
ま

た
、
あ
る
人
び
と
に
は
、
両
者

を
超
え
、
深
遠
で
あ
り
、

お
そ
れ

る
人

を
畏
怖
さ
せ
る
法

を
説
き

、
あ
る
人

び
と

に
は
、
空
性
と

慈
悲

か
ら

な
り
、
菩
提

を
完
成
す

る
方
法

を
も
つ
法

を
説
か
れ
ま
し

た
。
」

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ

『
宝
行
王
正
論
』
四
章
九
四

～
穴
卿

『
中
論
』

に
は
段
階
的
な
教
え
に
つ
い
て

の
論

は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
が
、

『
宝
行
王
正

論
』

の
他
、
（
こ
れ
に
つ

い
て
も
チ

ャ
ン
ド
ラ

キ
ー
ル
テ
ィ
が
註

釈
書

を
書

い
て

い
る
）
『
六
十
頌
如
理

論
』

に
も
、
同
様
の
考
え
が
見
ら
れ

る
。

「
実
在

を
求

め
る
者
に
は
最

初
に
「
す

べ
て

は
存
在
す

る
」
と
説
か
れ

て

い
る
。
物

を
知
る
と
愛
着
が
な
く
な
り
、
そ
の
あ
と

に
寂
離
が
生
ず

る
。
寂
離

の
意

味
を
知
ら
ず
、
た
だ
聞

く
こ

と
だ
け

を
行
な

っ
て
福
徳

を
な

さ
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
下

劣
な
人

び
と

は
破
滅
す
る
。
業

に
は
結
果
が
あ

る
こ
と
、
お
よ
び
世
界

に
つ

い
て
説

か
れ
た
。
そ
の
本

性

を
認
識

す
る
こ

と
、

お
よ
び
生

起
が
存
在

し
な

い
こ

と
を
示

さ
れ

た
。
」
『
六
十
頌
如
理
論
』
三
Ｏ

圭

二
二（
卿

こ
れ
ら
を
見

る
と

、
ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
が
『
中
論
』
で
主
題
的
に
取
り

上
げ
て
い
る

の
は
上
根
の
所
化
へ
の
教
え
で
、
下
士
と
中
士
へ
の
教
え

の
段
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階
を
理
解
し
て

い
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

チ
ベ

ッ
ト
で

は
イ
ン
ド
仏
教
以

来
の
伝
統
を
踏
ま
え

、
仏
教
を
三
種

の
所

化

へ
の
教
え
と
し

て
順

を
追

っ
て
学
習
・
実
践
す
る
こ
と
が
今
で
も

お
こ

な

わ
れ
て
い
る
。
仏
教
は
幸
せ
を
得
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
わ
か

り

に
く

い
の
は
、
通
常
の
幸
せ
の
手
段
で
あ
る
欲
し
い
も
の
を
手

に
入

れ
嫌

な
も

の
を
除
く
方
法
と
は
正

反
対
で
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
欲
し

い
も

の
・

嫌

な
も

の
を
実

体
視
す
る
心
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
こ
そ
が
苦
し
み
の
原
因
で

あ
る

と
し
て

い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
釈
尊
は
①
価
値
判
断
し
て
捉
え

た
も

の
を
実

体
視
し

そ
れ
を
手
に
入
れ
る
／

除
く
こ
と
で
苦
し
み
を
離
れ
幸

せ
得

ら
れ

る
と
思

い
込
ん
で
い
る
人
に
は
、
十
不
善
を
な
さ
な
い

（
＝
欲
し

い
か

ら
と

い
っ
て
他
人

の
物
を
盗
ん
だ
り
、
嫌
だ
か
ら
と
い

っ
て
相
手
を
殺
し
て

し
ま

っ
て

は
、

一
時
的
幸
せ
す
ら
得
ら
れ
な
い
）
こ
と
を
説
き
、
②
欲
し

い

も

の
を
手

に
入

れ
て
も
別
な
も
の
が
欲
し
く
な
り
、
嫌
な
も
の
を
な
く

し
て

も
別

な
嫌
な
も
の
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
よ
う
な
や
り
方
で

は
永
続
的

な
幸
せ

が
得
ら

れ
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
人

に
は
、
行
為
の
連
鎖

―
輪
廻

か
ら

の

解
脱
を
勧
め
た
。
そ
の
時
点
で

は
、
解
脱

＝
無
我

＝
空

＝
涅
槃

は
有
か
ら
見

て
無
の
如
き
も
の
と
し
て
想
像

さ
れ
、
目
指
さ
れ
る
。

③
し

か
し
実

際
に
空

性
を
理
解
し
て
み
れ
ば
、
有

の
外

に
出

た
わ
け
で

は
な
く

「
ど

の
よ
う
な
も

の
で
あ
ろ
う
と
、
空
で

な
い
も
の
は
、
存
在
し

な
い
」
（
『
中
論
』
二
四
章
一
九

偈
後
半
）
。
こ
れ
が
「
色
即
是
空
、
空
是
即
色
」
（
『
般
若
心
経
』
）
の
境
地
、

「
無
所
得
故
…

遠
離
一
切

顛
倒
夢

想
、
究
竟
涅
槃
」
（
同
）
、
有
に
も
無

に
も

と
ど
ま
ら
な
い
仏
陀
の
無
住
処
涅
槃

の
境
地
で

あ
る
。

「
無
念

の
念

は
即

ち
正

な
り
、
有
念
の
念
は
邪
と
成
る
。
有
無
倶
に
計

せ
ざ
れ
ば
、

長
く

白
牛
車
に
御
る
。
・・・
こ
と
に
し
ら
ず
、
白
牛
車
に
坐

し
な
が
ら
、

さ
ら

に
門
外
に
し
て
三
車
を
も
と
む
る
こ
と
を
。
経
文
あ

き
ら

か
に

な
ん
ぢ

に
む

か
ひ
て

い
ふ
、
「
無

二
亦
無
三
」
と
。

な
ん
ぢ

い
か
ゞ
さ
と
ら
ざ
る
。
三
車
は
こ
れ
仮
な
り
、
昔
時
な
る
が
ゆ
ゑ
に
。

一
乗

は
こ

れ
実
な
り
、
今
時
な
る
が
ゆ
ゑ
に
。
た

ゞ
な
ん
ぢ
を
し
て
仮

を
ば

去
と

し
、
実
を
ば
帰
と
せ
し
む
。
帰
実
す
る
に
は
、
実
も
名
に
あ

ら
ず
。
」
一
二
巻
正
法
眼
蔵
『
法
華
展
法
華
』
所
引
の
曹
渓
山
大
鑑
禅

師

（
六
祖

慧
能
）

の
教
え
（
四
・
四
三
四
～
五
）

教
え

の
言
葉

は
、
こ
の
よ
う
な
直
接
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
境
地
を
理
解

さ
せ
る

た
め
の
手

が
か
り
、
月
を
指
す
指
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
教
え
＝
筏

は

渡
り
終
え

た
ら
不
要

と
な
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
教
え

を
二
元

論
を
超

え

た
も

の
と
し
て

「
決
定
信
解
」
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ま
ず
輪
廻
か
ら

の

解

脱
を
目

指
し

（
こ
の
時
点
で
は
修
・
証
二
段
）
後
に
空
性
理
解
と
い
う
迂

回
路
を
経
る
こ
と
な
く
、
す
み
や
か
に
悟
り

（
た
だ
し
頓
悟
で
は
な
い
。
修

証

一
等
）

を
得
さ
せ
る
、
こ
れ
が
道
元

の
意
図
す

る
と
こ
ろ
だ

っ
た
。

「
…
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
は
、
か
な
ら
ず
出
家
即
日

に
成
熟
す
る
な

り

。
し
か
あ
れ
ど
も
、
三
阿
僧
祗

劫
に
修
証
し
、
無
量
阿
僧
祗
劫
に
修

証
す
る
に
、
有
辺
無
辺
に
染
汚
す
る
に
あ
ら
ず
。
」
一
二
巻
正
法
眼
蔵

『
出
家
功
徳
』
（
四
・
八
三
）

「
頓
に
あ
ら
ず
、
漸

に
あ
ら
ず
。
常
に
あ
ら
ず
、
無
常

に
あ
ら
ず
。
来

に
あ
ら
ず
、
去
に
あ
ら
ず
。
住
に
あ
ら
ず

、
作

に
あ
ら
ず
。

広
に
あ
ら



ず
、
狭

に
あ
ら
ず
。
大
に
あ
ら
ず
、
小

に
あ
ら
ず
、
無
作
に
あ
ら
ず
。
」

同
（
四
・
八
八
）

道
元

も
正
法

眼
蔵
で
引

用
し
て

い

る
が
（
『
古
鏡
』
巻
）
、
中
国
禅

に
、
有

名

な
南
岳

磨
磚

の
故
事
が
あ

る
。

若
き

日
の
馬
祖
道
一
が
熱
心
に
坐
禅
に
打

ち
込

ん
で

い
る
側

に
師

の
南
岳
が

坐
っ
て

瓦
を
磨
き
は
じ
め
、
馬
祖
が
問
う

と
師

は
鏡

を
作

る
の
だ
と
言
う
。

馬
祖

が
瓦
を
磨
い
て
鏡
に
な
る
わ
け
が
な

い
と
言
う
と
、
師

は
「
人
が
坐
禅

を
し
て
仏

に
な
る

は
ず

は
な
い
」
（
坐
禅

豈
得
作
仏
耶
）
。
そ
こ
で
馬
祖
が
ハ
ッ
と
悟
っ
た
と
い
う
。
道
元
自
身
は
自

分

が
説

い
て

い
る
の
は
仏
教
で

あ
る
と
し
て
、
禅
宗
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を

嫌

が
っ
た
が
、

言
葉

の
普
通

の
理
解
の
仕
方
と
は
異
な
る
解
釈
を
示

す
こ
と

で
悟
ら
せ

る
道
元

の
方
法

は
、
き

わ
め
て

禅
的
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ

う
。

そ
の
こ
と

は
同
時

に
、
『
正

法
眼
蔵
』

が
、
和
辻

哲
郎
が
考
え

た
よ
う

な
、
書
か
れ
た
も
の
で

あ
る
以
上

読
ん
で

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ

と
い
っ
た
、
万

人
に
向
け

ら
れ

た
言
葉
で
は
な

い
こ
と
を
も
意
味
し
て
い

る
。

潜
在
的
可

能
性
と
し
て

は
と
も

か
く
、
そ
う

い
う
導
き
で
気
づ
く
の
は
、
そ

れ
な
り
の
器
量

の
者
で

あ
る
は
ず
で
あ
る
。
馬
祖
だ

か
ら
「
人
が
坐
禅
を
し

て

仏
に
な
る
は
ず
は
な
い
」

と
い
う
教
え
が
有
効

な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
誰

彼
か
ま
わ
ず
説
い
た
な
ら

ば
、
修
行
を
怠
け
、
放
逸
な
る
有
様
に
悟
り
の

レ

ッ
テ
ル
を
貼
っ
た
似
非

禅
者
が

横
行
す
る
だ
け
だ
ろ
う
。
実
際
、
道
元

渡
宋

時
の
如

浄
以

外
の
中
国

禅
の
様
相
は
そ
の
よ
う
な
状
況
だ

っ
た
。

道
元

は
、
正
法

眼
蔵

『
心
不
可

得
』
巻
で

、
「
過
去
心
不
可
得
、
現

在
心

不
可

得
、
未
来
心
不
可

得
」

と
説
く

『
金
剛
般
若
経
』
の
専
門
家
を
自
任
し

て

い
た
徳
山
に
対
し
、
餅
売
り

の
老
婆
が

（
「
点
心
」
の
語
を
踏
ま
え
）

過

去
心
も
現
在
心
も
未
来
心
も
不
可

得
な
ら
「
い
づ
れ

の
心
を
か
も
ち
ひ
を
し

て

い
か
に
点
ぜ
ん
と

か
す
る
」
と
問
い
、
答
え
ら
れ

な
か
っ
た
た
め
売
ら
な

か
っ
た
と

い
う
逸
話

に
つ
い
て
、
中
国
で
老
婆
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ

と

に
疑
問

を
な
げ

か
け

る
。
わ

か
っ
て

い
た
ら

（
直
接
表
現

は
で
き

な
い

が
）
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
と
。
そ
こ

か
ら
道
元
は
こ
の
よ
う
に

二
人

は
す
べ
き
だ

っ
た
と
い
う
仮
想
問
答
を
、
ま

る
で
囲
碁
や
将
棋
の
対
局

の
Ｔ
Ｖ
解
説
者
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に

『
正
法

眼
蔵
』
の
各
巻
の
論
の
進
め
方
で
あ
る
。

「
こ
こ
ろ
み
に
徳
山
に
か
は
り
て
い
ふ
べ
し
、
婆
子
ま
さ
し
く
恁
麼
問

著
せ

ん
に
、
徳
山
す
な
は
ち

婆
子

に
む
か
ひ
て

い
ふ

べ
し
、
「
恁
麼

な

ら
ば
則
ち
し
■
吾
が
与
に
餅
を
売
る
こ
と
莫
れ
」
。
…
婆
子
も
し
徳
山
と

は
ん
、
「
現

在
心
不
可
得
、
過

去
心
不

可
得
、
未
来
心
不
可

得
。

い
ま

も
ち
ひ
を
し
て

い
づ
れ

の
心
を
か
点
ぜ

ん
と
す

る
」
。

か
く

の
ご
と
く

と
は
ん
に
。
婆
子
す

な
は
ち
徳
山

に
む

か
つ
て

い
ふ
べ
し
、
「
和

尚
は

た
ゞ
も

ち
ひ

の
心
を
点
ず
べ
か
ら
ず
と
の
み

し
り
て
、
心
の
も
ち
ひ
を

点
ず
る
こ
と

を
し
ら
ず
、

心
の
心
を

点
ず

る
こ
と

を
も
し
ら
ず
」
。
恁

麼
い
は
ん
に
、
徳
山
さ
だ
め
て
擬
議
す
べ
し
。
当
恁
麼
時
、
も
ち
ひ
三

枚
を
拈
じ
て
徳
山
に
度
与
す
べ
し
。
徳
山
と
ら

ん
と
擬
せ
ん
と
き
、
婆

子

い
ふ
べ
し
、
「
過
去
心
不
可
得
、
現
在
心
不
可
得
、
未
来
心
不
可

得
」
。

も
し
又

徳
山
展
手
擬
取
せ
ず
は
、
一
餅
を
拈
じ
て
徳
山
を
う
ち
て
い
ふ

べ
し
、
「
無
魂
の
屍
子
、
■
茫
然
な
る
こ
と
莫
れ
」
。
…
」
『
心
不
可
得
』
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（
一
・
一
九
六
～
七
）

仏
の
言
葉
を
修
証
二
段
に
解
し
て
回
り
道
を
す

る
な
、
仏
の
言
葉

の
真
意

を
捉
え

る
こ
と

に
よ

っ
て
す
み
や
か
に
悟
れ
、
道
元

は
そ
の
よ
う
に
読
む
人

に
問
い

か
け
る
。

（
―
）

『
日
本
精
神
史
研
究

』
岩
波
文
庫
、
所
収
。

（
２
）
　
た
と
え
ば
「
世
界
は
常
住
な
る
も
の
で
あ

る
と

い
う
見
解

が
あ
っ
て

も
、

ま

た
世
界

は
常
住
な
ら
ざ

る
も
の
で
あ

る
と
い
う
見
解

が
あ
っ
て

も
、
し

か
も
生

あ
り
、
老
い

る
こ
と
あ
り
、
死
あ
り
、
憂
い
、
苦
痛

、
嘆
き

、
悩
み

、
悶
え
が

あ

る
。

わ
れ

は
い
ま
目
の
あ

た
り

、
〔
現
実

に
〕

こ
れ
ら

を
制

圧
す

る
こ
と
を

説
く
の
で
あ
る
」
（
パ
ー
リ
仏
典
『
マ
ッ
ジ
マ
ニ
カ
ー
ヤ
』
）
。
中
村
元
『
構
造

倫
理
講
座
Ⅱ
　
〈
生
き

る
道
〉

の
倫
理
』
春

秋
社
、
一
章
一
を
参
照
。

（
３
）
　
以
下

、
引
用
は
水
野
弥
穂
子

校
註
の
岩
波
文
庫

（
全
四
巻
）

に
よ
る
。
括
弧

内
は
巻
数
と
頁
数
。

（
４
）

「
い
は
ゆ
る
仏
祖
の
保

任
す
る
即
心
是
仏

は
、
外
道

二
乗
ゆ
め
に
も
見

る
と

こ
ろ
に
あ
ら
ず
」
正
法
眼
蔵

『
即
心
是
仏
』
（
一
一
一
四
六
）
、

他
。

（
５
）
　
拙
稿
「
生
き
た
『
中
論
』
の
教
え
―
ダ
ラ
イ
ー
ラ
マ
法
王
の
『
中
論
』
講
義

と
カ
ー
ラ
チ
ャ
ク
ラ
灌
頂
に
参
加
し
て
―
」
『
東
方
』
二
二
号
、
参
照
。

（
６
）

『
中
論
』
の
引
用

は
三

枝
充
慮

『
中
論

偈
頌
総
覧
』

前
掲
に
基
づ
く

が
、
補

わ
れ
て

い
る
説
明
語
を
省
略
す

る
、
漢
語

に
直
す

な
ど
、
一

部
改
変
し
た
と
こ

ろ
が
あ

る
。
中
村
元

『
龍
樹
』
講
談
社
学
術
文
庫

も
参
照
し
た
。

（
７
）
　
作
者

に
つ
い
て
は
議
論
が

あ
り
、
最
近
の
研

究
と
し
て

武
田
浩
学

『
『
大
智

度
論
』
の
研
究
』
山
喜
房
仏
書
林
が
あ
る
。

（
８
）
　
池
田
魯
参
『
宝
慶
記
―
道
元
の
入
宋
求
法
ノ
ー
ト
』
大
東
出
版
社
。

（
９
）

「
諸
仏
諸
祖
の
受
持

し
単
伝
す

る
は
古
鏡
な
り
。
同

見
同
面
な
り
、
同
像
同

鋳
な
り
、
同
参
同
証
す
」
正
法
眼
蔵
『
古
鏡
』
（
二
・
一
一
）
。

（
1
0）
　
大
乗
仏
典
中
国
・
日
本
篇
『
大
智
度
論
』

中
央
公
論
社
。

（
1
1）
　
原
文
対
照
現
代
語
訳

『
道
元
禅
師
全
集
』

一
巻

（
水
野
弥
穂
子
訳
註
）

の
解

説
を
参
照
。

（
1
2）
　
前
掲

『
大
智
度
論
』
。

（
1
3）

「
造
塔
等
も
し
有
為
な
ら

ん
と
き

は
、
仏
果
菩
提
、
真
如
仏
性
も
ま

た
有

為

な
る
べ
し
。
真
如
仏
性
こ
れ
有
為

に
あ
ら

ざ
る
が
ゆ
ゑ

に
、
造
像
起
塔
す

な
は

ち
有
為
に
あ
ら
ず
、
無
為
の
発
菩
提

心
な
り

、
無
為
無
漏
の
功
徳
な
り
。

た
ゞ

ま
さ
に
、
造
像
起
塔
等
は
発
菩
提

心
な
り
と

決
定
信
解
す
べ
き
な
り
」
正

法
眼

蔵

『
発
菩
提
心
』
（
三
・
三
三
〇
）
。

（
1
4）
　『
道
元
禅
師
語
録
』
岩
波
文
庫
。

（
1
5）
　
池
田
氏
前
掲
書
。

（
1
6）
　
奥
住
毅

『
中
論
註
釈
書
の
研
究
　

チ
ャ
ン
ド
ラ

キ
ー
ル
テ

ィ
『
プ
ラ
サ
ン
ナ

パ
タ
ー
』
和
訳
』
大
蔵
出
版
。

（
1
7）
　
大
乗
仏
典
『
龍
樹
論
集
』
中
央
公
論
社
。

（
1
8）
　
前
掲

『
龍
樹
論
集
』
。

（
1
9）
　
イ
ン
ド
か
ら
招
か
れ
た
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
の
菩
提
道
次
第
の
教
え
に
基

づ
く
。

拙
稿
「
チ
ベ
ッ
ト
・
ネ
パ
ー
ル
仏
教
の
実
践
」
下
田
正
弘
ほ
か
緡
『
仏
教
の
事

典
』
朝
倉
書
店
（
近
刊
）
を
参
照
。

（
2
0）

『
大
智

度
論
』
で
も
下
如

・
中
如

・
上

如
が
説

か
れ
て

い
る
（
前
掲

『
大
智

度
論
』
解
説
（
梶
山
雄
一
）
）
。
正

法
眼

蔵
『
仏
性
』
巻

に
は
龍
樹
が
仏
性
を
示

し
て
提
婆
が
悟

っ
た
故
事
が
取
り
上

げ
ら

れ
て
い
る
。
詳
し
く
検
討
す
る
余
裕

が
な

い
が
。
①
「
彼
国
之
人
。
多
信
福

業
」
。
②
「
汝
欲
見
仏
性
、
先
須

除
我

慢
」
。
③
「
尊
者
復
於
坐
上
現
自
在
身
、
如
満
月
輪
。
一
切
衆
会
、
唯
聞

法
音
、

不
覩
師
相
」
。
提
婆
日
「
此
是
尊
者
、
現
仏
性
相
、
以
示
我
等
。
…
仏
性
之
義
、

廓
然
虚

明
」
。
復
居
本
坐
、
以
説

偈
言
「
身
現
円
月
相
、
以
表

諸
仏
体
、

説
法

無
其
形
、
用
辨
非
声
色
」
と
、
こ
の
三
段
階
で
理
解
で
き
る
（
一
・
九
二
～

四
）
。
チ
ベ
ッ
卜
の
伝
統
で
は
密
教
行
者
の
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
『
八
十
四
人
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の
密
教
行
者
』
春
秋
社
）

を
『
中

論
』

の
作
者
と
同
一
視
す

る
が
、
無
上
瑜
伽

タ
ン
ト
ラ
の
灌
頂
と

の
共
通
性

（
③
と
第
四
灌
頂
）

も
興

味
深

い
。

（
よ

し

む

ら

・
ひ

と

し

、

日

本

倫

理
思

想

史

・
仏

教

学

、

財
団

法

人

東

方

研

究

会

研

究

員

）
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