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は
じ
め
に

　イ
ン
ド
に
興
起
し
た
大
乗
仏
教
の
潮
流
は
、
中
観
思
想
と
双
璧
を
な
す

唯
識
思
想
の
形
成
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
論
題
で
は
敢
え
て
こ
の
「
瑜
伽

行
派
」（yogācāra

）
と
い
う
名
称
を
用
い
た
。
仏
教
と
は
単
な
る
理
論
の

集
積
で
は
な
く
、
解
脱
と
い
う
宗
教
的
な
境
位
に
至
る
た
め
の
理
論
と
実

践
と
の
両
面
を
有
し
て
お
り
、
修
行
と
い
う
側
面
も
極
め
て
重
要
な
位
置

を
占
め
て
い
る
。
修
行
を
論
じ
る
に
際
し
て
は
、「
身
体
論
」
の
問
題
が

不
可
避
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
瑜
伽
行
派
と
し
た
。

　本
稿
前
半
部
の
主
眼
は
、
瑜
伽
行
派
で
も
初
期
か
ら
中
期
に
掛
け
て
の

論
書
に
着
目
し
て
、
身
体
に
関
わ
る
素
朴
な
観
点
を
確
認
し
て
か
ら
、
瑜

伽
行
派
に
お
け
る
修
行
論
や
心
識
説
の
文
脈
に
お
け
る
身
体
論
を
繙
く
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
後
半
部
で
は
、
玉
城
康
四
郎
が
提

唱
し
た
全
人
格
的
思
惟
の
特
徴
を
確
認
し
、
さ
ら
に
比
較
思
想
の
視
点
か

ら
も
、
冥
想
（
瞑
想
）
の
意
義
を
探
求
し
て
き
た
玉
城
学
説
の
軌
跡
を
辿

っ
て
み
た
い
。

一

　初
期
瑜
伽
行
派
に
見
ら
れ
る
身
体
論

１
　『
瑜
伽
師
地
論
』「
声
聞
地
」
の
瑜
伽
師
像
と
身
体

　こ
の
論
名
に
示
さ
れ
た
瑜
伽
師
と
は
、「
ヨ
ー
ガ
の
実
修
者
」
を
意
味

す
る
が
、
こ
こ
で
の
ヨ
ー
ガ
と
は
、
修
行
一
般
を
意
味
す
る
。
筆
者
は
か

つ
て
初
期
瑜
伽
行
派
を
代
表
す
る
膨
大
な
『
瑜
伽
師
地
論
』（Yogācāra-

bhūm
i

）
に
お
い
て
、「
瑜
伽
師
」
の
用
例
を
網
羅
的
に
検
討
し
、
次
の
よ

う
な
結
論
を
得
た
。

① 
瑜
伽
師
の
あ
り
方
は
、
ブ
ッ
ダ
以
来
の
伝
統
的
な
修
道
論
の
基
本
路

線
上
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
意
図
が
窺
知
さ
れ
る
。

② 

膨
大
な
『
瑜
伽
師
地
論
』
に
お
い
て
、
瑜
伽
師
の
用
例
は
、
ほ
ぼ
「
声

聞
地
」（Śrāvakabhūm

i

）
に
集
中
し
て
い
る
。

〈
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〉
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じ
る
と
言
え
よ
う
が
、
ど
ん
な
に
形
・
香
り
・
味
が
円
満
で
あ
る
美
食
で

あ
っ
て
も
、
歯
で
咀
嚼
さ
れ
、
唾
液
と
混
じ
り
合
い
、
喉
か
ら
内
臓
に
至

れ
ば
、
も
は
や
そ
れ
以
前
の
美
食
の
要
素
は
な
く
な
り
、
変
異
し
て
吐
瀉

物
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
を
思
念
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
美
食
へ
の
欲
望
は
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　さ
ら
に
、
食
の
変
化
に
関
す
る
考
察
で
は
、
身
体
を
構
成
す
る
肉
・
血
・

筋
・
骨
・
皮
な
ど
に
変
化
し
、
そ
の
一
部
は
小
便
・
大
便
（
不
浄
物
）
へ

と
変
化
す
る
と
観
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
時
の
医
学
の
知
識
を
前
提

と
し
て
、
こ
れ
ら
不
浄
物
へ
の
接
触
が
病
気
の
原
因
に
な
る
と
し
て
、
具

体
的
に
十
八
種
に
及
ぶ
病
名
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
食
事
に
関
す
る
誤
っ

た
見
解
は
、
多
く
の
煩
悩
に
繫
が
る
が
、
そ
の
反
面
で
、
身
体
を
安
定
さ

せ
、
維
持
し
、
禁
欲
生
活
を
遂
行
さ
せ
る
と
い
う
利
点
も
否
定
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
食
事
に
関
す
る
言
及
は
多
岐
に
及
ん
で
い
る
。

　そ
の
中
で
興
味
深
い
点
は
、
養
生
の
た
め
の
食
事
に
関
す
る
記
述
で
あ

る
。
苦
労
を
伴
う
養
生
（krcchrena yātrā

）
に
基
づ
く
食
事
に
よ
っ
て
、

身
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
は
低
下
し
、
惛
沈
と
睡
眠
に
覆
わ
れ
る
と
説
か

れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
苦
労
を
伴
わ
な
い
養
生
（akrcchrena yātrā

）
は
、

全
く
対
照
的
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
食
事
に
よ
っ
て
、
飢
餓
感
や
無
力
感

が
な
く
な
り
、
重
病
に
な
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
。
そ
の
身
体
は
軽
く
、

煩
悩
を
断
滅
す
る
こ
と
が
で
き
、
す
み
や
か
に
定
に
入
り
、
わ
ず
か
な
苦

労
で
入
息
・
出
息
（
呼
吸
法
）
を
行
い
、
惛
沈
と
睡
眠
の
心
に
覆
わ
れ
る

こ
と
が
な
い
と
説
か
れ
、
適
切
な
量
に
基
づ
い
た
偏
ら
な
い
食
事
が
、
修

行
者
の
生
活
に
お
い
て
も
極
め
て
肝
要
で
あ
る
こ
と
が
導
か
れ
る
。

③ 「
声
聞
地
」
で
は
、
瑜
伽
師
（yogācāra

）
の
ほ
ぼ
同
義
語
と
し
て
、

苾
芻
（bhiksu

）、
瑜
伽
師
・
修
観
行
者
（yogin

）
と
併
記
さ
れ
る
場

合
が
多
い
。
ま
た
、
用
い
ら
れ
る
文
脈
は
、
ほ
と
ん
ど
が
所
縁
作
意

に
関
す
る
箇
所
で
、
不
浄
観
、
奢
摩
他
・
毘
鉢
舎
那
、
心
一
境
性
な

ど
の
獲
得
と
結
び
付
い
て
い
る
。

④ 

瑜
伽
師
の
修
行
階
梯
は
、
基
本
的
に
有
部
系
と
同
様
の
構
造
を
有
す

る
）
1
（

。

　こ
の
「
声
聞
地
」
の
記
述
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
身
体
と
の
関
連
性
が

深
い
修
行
階
梯
に
お
け
る
所
縁
（
冥
想
の
対
象
）
が
述
べ
ら
れ
る
以
前
に
、

身
体
と
不
可
分
と
も
言
え
る
基
本
的
な
営
み
と
し
て
、
食
事
や
睡
眠
と
、

そ
れ
ら
に
付
随
す
る
規
定
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

　食
事
に
つ
い
て
は
、
端
的
に
「
食
事
の
分
量
を
知
る
と
は
い
か
な
る
こ

と
か
」（bhojane m

ātrajñatā katam
ā

）
と
い
う
問
い
掛
け
に
始
ま
る
一

連
の
記
述
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
問
い
へ
の
総
括
的
な
説
明
に
つ
い
て

は
、
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
が
相
応
部
経
典
等
で
も
確
認
で
き
る
。

　そ
の
者
は
こ
の
よ
う
に
感
官
が
守
ら
れ
て
、
正
し
い
智
慧
に
よ
っ

て
食
べ
物
を
食
べ
る
。（
食
べ
る
こ
と
は
）
放
縦
の
た
め
で
な
く
、

嗜
好
の
た
め
で
な
く
、
美
容
の
た
め
で
な
く
、
装
飾
の
た
め
で
な
く
、

（
中
略
）
そ
の
身
体
の
安
定
の
た
め
で
あ
り
、
維
持
の
た
め
で
あ
り
、

飢
渇
を
除
く
た
め
で
あ
り
、
禁
欲
生
活
に
利
す
る
た
め
で
あ
る）

2
（

。

　感
官
が
制
御
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
段
食
（
物
質
的
な
食

事
）
と
い
う
も
の
を
、
次
の
よ
う
に
観
察
し
て
、
美
食
に
陥
ら
な
い
よ
う

に
努
め
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
不
浄
観
の
観
点
に
も
通
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が
な
さ
れ
る
。

　こ
こ
で
も
、
論
述
は
さ
ら
に
多
岐
に
及
ん
で
い
る
が
、
臥
し
て
睡
眠
に

入
る
際
は
、
光
明
の
想
（ālokasam

jñin

）
と
正
念
（sm

rti

）
に
よ
る
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
前
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
者
は
睡
眠
時
に
も
心
が
闇

に
覆
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
後
者
に
よ
っ
て
、
睡
眠
時
も
目
覚
め
て
い
る

時
と
同
様
に
、
正
念
が
随
転
し
て
善
な
る
諸
法
が
現
前
す
る
の
で
あ
る
。

　以
上
、
瑜
伽
師
の
用
例
が
集
中
す
る
「
声
聞
地
」
に
お
い
て
、
食
事
と

睡
眠
に
関
連
す
る
記
述
を
見
て
き
た
。
い
ず
れ
も
そ
の
内
容
は
多
岐
に
及

ん
で
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
一
部
を
取
り
上
げ
る
に
留
め
た
が
、
瑜
伽
師

に
と
っ
て
修
行
を
成
就
す
る
上
で
、
身
体
へ
の
眼
差
し
は
必
須
と
言
え

る
。

２
　『
瑜
伽
師
地
論
』「
声
聞
地
」
に
お
け
る
所
縁
と
身
体

　「声
聞
地
」
で
述
べ
ら
れ
た
多
様
な
所
縁
と
冥
想
の
手
順
に
関
し
て
は
、

先
行
研
究
が
複
数
報
告
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
釋
惠
敏
の
著
作
に
お
け

る
指
摘
は
、
網
羅
的
で
あ
り
、
仏
教
研
究
に
着
手
す
る
前
に
関
わ
っ
て
い

た
薬
学
や
医
学
に
関
す
る
知
見
も
踏
ま
え
て
、
示
唆
的
に
富
ん
だ
分
析
が

加
味
さ
れ
て
い
る）

5
（

。
こ
の
よ
う
な
所
縁
の
中
か
ら
、
身
体
と
深
く
結
び
付

い
て
い
る
不
浄
（aśubhā

）
所
縁
と
阿
那
波
那
念
（
入
出
息
念
、

ānāpānasm
rti

）
所
縁
と
に
関
し
て
、
考
察
を
試
み
た
い）

6
（

。

　こ
れ
ら
二
種
を
含
む
五
種
の
浄
行
（carita-viśodhana

）
所
縁
は
、
よ

く
知
ら
れ
た
五
停
心
観
と
対
応
す
る
。
そ
れ
ら
も
踏
ま
え
れ
ば
、
不
浄
所

縁
は
貪
行
の
対
治
、
阿
那
波
那
念
所
縁
は
数
息
観
に
相
応
し
、
尋
伺
の
対

治
を
目
的
と
す
る
。
不
浄
所
縁
は
さ
ら
に
六
種
類
か
ら
な
る
が
、
朽
穢
不

　次
に
睡
眠
に
つ
い
て
は
、「
初
夜
と
後
夜
に
覚
悟
の
瑜
伽
を
修
習
す
る
と

は
、
い
か
な
る
こ
と
か
」（pūrvarātrāpararātram

 jāgarikānuyogah kata-
m
ah

）
と
い
う
問
い
に
始
ま
る
が
、
ま
ず
次
の
よ
う
な
略
説
が
な
さ
れ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
が
相
応
部
経
典
に
見
出
さ
れ
る
。

　そ
の
者
は
、
以
上
の
よ
う
に
食
に
お
い
て
量
を
知
り
、
昼
間
分
に

経
行
と
安
座
と
に
よ
っ
て
、
障
碍
の
諸
法
か
ら
心
を
浄
修
す
る
。
そ

の
者
は
、
初
夜
分
に
経
行
と
安
座
と
に
よ
っ
て
、
障
碍
の
諸
法
か
ら

心
を
浄
修
し
て
、
そ
れ
か
ら
住
処
よ
り
出
て
、
住
処
の
外
で
両
足
を

洗
い
、
右
脇
を
下
に
し
て
、
足
の
上
に
足
を
重
ね
て
獅
子
の
如
く
臥

床
に
臥
す
。
そ
の
者
は
、
光
明
の
想
を
持
ち
、
正
念
正
知
し
て
起
想

を
思
惟
し
て
、
後
夜
分
に
速
や
か
に
覚
悟
し
、
経
行
と
安
座
と
に
よ

っ
て
、
障
碍
の
諸
法
か
ら
心
を
浄
修
す
る）

3
（

。

　初
夜
と
後
夜
と
は
、
日
没
か
ら
夜
明
け
ま
で
の
夜
間
を
三
分
割
す
る
習

慣
に
基
づ
く
も
の
で
、
初
夜
と
は
日
没
か
ら
一
定
時
間
（prahara

））
4
（

を
経

過
し
た
時
間
帯
で
、
後
夜
は
夜
の
後
半
部
で
夜
明
け
ま
で
の
時
間
帯
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
睡
眠
を
取
る
べ
き
時
間
帯
は
中
夜
と
な
り
、
睡
眠
の

前
後
の
あ
り
方
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
覚
悟
の
瑜
伽

を
修
習
す
る
」
と
は
、
中
夜
を
除
い
て
初
夜
と
睡
眠
か
ら
起
き
た
後
夜
に

お
い
て
も
、
経
行
（cankram

a

）
や
安
座
（nisadyā

）
の
修
行
に
励
む
べ

き
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
経
行
は
、
一
定
の
場
所
を
往
来
す
る
運
動
で

あ
り
、
眠
気
の
解
消
に
も
役
立
つ
と
さ
れ
る
。
安
座
は
、
結
跏
趺
坐
し
て

身
体
を
真
っ
直
ぐ
に
し
、
禅
定
に
専
念
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

昼
間
部
に
も
経
行
と
安
座
に
取
り
組
み
、
五
蓋
よ
り
心
を
浄
化
す
る
修
行
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見
も
駆
使
し
て
、
そ
の
順
序
や
現
象
内
容
の
正
確
性
に
つ
い
て
、
極
め
て

具
体
的
か
つ
緻
密
に
考
察
さ
れ
て
い
る）

8
（

。

　「声
聞
地
」
の
不
浄
所
縁
は
、
さ
ら
に
苦
悩
不
浄
・
下
劣
不
浄
・
観
待

不
浄
・
煩
悩
不
浄
・
速
壊
不
浄
と
続
く
が
、
こ
の
朽
穢
不
浄
に
よ
る
所
縁

に
よ
っ
て
、
身
体
の
構
成
要
素
に
対
す
る
所
縁
は
欲
欲
（kām

acchanda

）

と
欲
貪
（kām

arāga

）
を
、
死
体
の
腐
敗
過
程
に
対
す
る
所
縁
は
淫
貪

（m
aithunacchanda

）
を
断
滅
す
る
こ
と
に
繫
が
る
。
な
お
、
こ
の
不
浄

観
と
い
う
無
常
性
を
背
景
と
し
た
絵
画
が
「
九
相
図
」
で
あ
り
、
仏
教
と

と
も
に
日
本
に
ま
で
伝
来
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
九
想
観
と
も
呼
ば
れ
、

日
本
で
も
空
海
が
こ
れ
に
基
づ
い
た
漢
詩
を
作
り
、
源
信
は
『
往
生
要
集
』

で
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
「
九
相
図
」
で
表
現
さ
れ
た
無
常
観
は
、
仏

教
内
に
留
ま
ら
ず
、
文
学
や
芸
術
の
領
域
に
も
影
響
を
与
え
て
き
た）

9
（

。

　既
述
し
た
大
小
便
と
い
う
不
浄
物
と
の
接
触
に
よ
る
十
八
の
病
気
の
場

合
に
も
、
当
時
の
伝
統
的
な
イ
ン
ド
医
学
に
基
づ
く
身
体
観
を
踏
ま
え
て

修
行
法
が
構
築
さ
れ
て
い
た
。
瑜
伽
行
派
に
お
い
て
も
、
最
も
身
近
な
生

き
る
身
体
と
や
が
て
は
訪
れ
る
死
後
の
身
体
を
あ
る
が
ま
ま
に
観
察
す
る

こ
と
が
、
貪
欲
の
克
服
へ
と
繫
が
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　浄
行
所
縁
に
含
ま
れ
る
阿
那
波
那
念
所
縁
は
、
入
息
と
出
息
を
所
縁
と

す
る
も
の
で
、
こ
れ
に
は
算
数
修
習
、
悟
入
諸
蘊
修
習
、
悟
入
縁
起
修
習
、

悟
入
聖
諦
修
習
、
十
六
勝
行
修
習
と
い
う
五
つ
の
修
習
が
含
ま
れ
る
。
こ

れ
ら
は
呼
吸
の
調
整
を
前
提
と
し
て
、
悟
入
聖
諦
修
習
ま
で
に
見
道
所
断

の
煩
悩
が
断
滅
さ
れ
、
修
道
所
断
の
煩
悩
に
対
応
す
る
の
が
十
六
勝
行
修

習
で
あ
る
。
十
六
勝
行
修
習
は
四
念
処
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

浄
（pratyaśubhatā

）
は
、
身
体
を
構
成
す
る
三
十
六
の
要
素
に
対
す
る

内
的
観
想
と
死
体
が
腐
敗
し
て
い
く
変
化
に
対
す
る
外
的
観
想
と
に
二
分

さ
れ
る
。

　そ
の
す
べ
て
の
要
素
を
列
記
し
な
い
が
、
身
体
を
構
成
す
る
三
十
六
と

は
、
髪
・
毛
・
爪
・
歯
・（
中
略
）・
腎
・
心
・
肝
・
肺
・
小
腸
・
直
腸
・
胃
・

大
腸
・
脾
・（
中
略
）・
血
・
脳
髄
・
脳
膜
・
尿
で
あ
る
。
釋
惠
敏
は
こ
れ

ら
の
要
素
に
つ
い
て
、
梵
蔵
の
両
テ
キ
ス
ト
は
ほ
ぼ
合
致
し
て
い
る
が
、

漢
訳
テ
キ
ス
ト
に
は
相
違
が
あ
る
点
に
着
目
し
て
い
る
。
釋
惠
敏
は
、「
解

剖
学
・
生
理
学
に
お
け
る
中
国
医
学
と
イ
ン
ド
医
学
の
あ
い
だ
に
相
違
が

も
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う）

7
（

」
と
の
前
提
を
踏
ま
え
て
検
討
し
て
い
る
。
そ

の
結
果
、
単
な
る
漢
訳
過
程
で
の
誤
訳
に
よ
る
相
違
で
は
な
く
、
玄
奘
は

中
国
医
学
で
周
知
の
情
報
を
考
慮
し
て
漢
訳
し
た
と
推
測
し
て
い
る
が
、

こ
の
指
摘
は
十
分
な
説
得
力
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
考
察
か
ら
も
窺
知
さ

れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
身
体
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
が
、
所
縁
の
要
素

に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　朽
穢
不
浄
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
も
う
一
方
の
死
体
の
変
化
に

対
す
る
観
察
に
基
づ
い
た
十
七
の
所
縁
で
あ
る
。
漢
訳
で
示
す
と
、
青

瘀
・
膿
爛
・
変
壊
・

脹
・
食
噉
・
変
赤
・
散
壊
・
骨
・
鎖
・
骨
鎖
（
以

下
略
）
で
あ
る
。
こ
の
不
浄
観
の
原
型
は
、
ブ
ッ
ダ
の
時
代
か
ら
確
立
し

て
い
た
観
想
法
で
、
原
始
経
典
に
も
同
類
の
記
述
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ

ら
で
は
、
十
種
の
所
縁
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
釋
惠
敏
は
こ
れ
ら
原
始
経

典
の
中
か
ら
『
念
処
経
』（Satipattānasutta

）
を
取
り
上
げ
、「
声
聞
地
」

の
記
述
と
詳
細
な
比
較
検
討
を
試
み
て
い
る
。
そ
こ
で
は
法
医
学
的
な
知
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た
場
合
に
、
知
覚
を
支
え
て
い
る
識
＝
身
体
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
れ
こ
そ
が
阿
頼
耶
識
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
視
点
を
変
え
れ
ば
、

人
間
に
と
っ
て
の
生
と
死
を
分
け
る
場
合
は
、
身
体
を
前
提
と
す
る
の
で

あ
っ
て
、
心
の
あ
り
方
を
基
準
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
身
体
の
意
識
と

し
て
の
阿
頼
耶
識
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　次
章
で
論
ず
る
こ
と
に
な
る
玉
城
康
四
郎
は
、
私
見
と
し
た
上
で
、
瑜

伽
行
唯
識
派
に
お
け
る
阿
頼
耶
識
の
性
格
付
け
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　身
心
一
体
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
発

想
・
表
現
の
思
想
に
お
い
て
は
、
識
に
重
点
が
置
か
れ
、
そ
の
根
源

体
で
あ
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
も
ま
た
、
徹
底
し
て
識
の
性
格
を
帯
び
て
い

る
。
そ
の
た
め
に
身
体
の
参
与
は
無
視
さ
れ
て
い
る）
12
（

。

　さ
ら
に
玉
城
の
視
点
に
よ
れ
ば
、
無
著
は
瑜
伽
行
で
貫
か
れ
て
い
る

が
、
瑜
伽
行
派
で
は
次
第
に
対
象
的
・
分
別
思
惟
が
深
く
入
り
込
み
、
仏

教
の
根
源
態
が
希
薄
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
の
疑
念
が

提
示
さ
れ
る
。
筆
者
は
安
田
と
玉
城
の
阿
頼
耶
識
に
対
す
る
理
解
は
、
一

見
す
る
と
異
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
識
」
が
持
つ
語
義
の
曖
昧
さ
に

起
因
す
る
の
で
あ
っ
て
、
後
述
す
る
玉
城
の
「
唯
体
」
と
い
う
概
念
か
ら

も
実
質
的
に
両
者
の
考
え
は
通
底
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

二

　玉
城
康
四
郎
博
士
の
全
人
格
的
思
惟
論

　玉
城
康
四
郎
（
一
九
一
五
〜
一
九
九
九
年
）
が
、
仏
教
に
固
有
の
思
惟

と
し
て
の
全
人
格
的
思
惟
と
い
う
表
現
を
論
文
で
明
確
に
使
用
す
る
の

も
ま
た
ブ
ッ
ダ
以
来
の
伝
統
的
な
修
行
法
で
あ
る
。
こ
の
阿
那
波
那
念

（
入
出
息
念
）
に
つ
い
て
は
、
玉
城
康
四
郎
の
全
人
格
的
思
惟
論
と
も
関

わ
っ
て
く
る
の
で
、
次
章
で
改
め
て
取
り
上
げ
る
。

３
　
阿
陀
那
識
と
身
体
の
関
係
性

　こ
こ
ま
で
見
て
き
た
「
声
聞
地
」
の
記
述
に
限
定
す
れ
ば
、
身
体
と
阿

頼
耶
識
と
の
関
係
性
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
瑜
伽
行
派
で
は
六
識
に

末
那
識
と
阿
頼
耶
識
と
い
う
深
層
領
域
を
加
え
た
重
層
的
な
心
識
論
を
確

立
さ
せ
た
。
そ
の
基
底
を
な
す
阿
頼
耶
識
が
身
体
を
維
持
す
る
機
能
も
担

っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
無
著
の
主
著
と
さ
れ
る
『
摂
大
乗
論
』
で

は
、
阿
頼
耶
識
の
異
門
（
同
義
語
）
で
あ
る
阿
陀
那
識
を
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
阿
陀
那
識
の
特
徴
は
、
す
で
に
瑜
伽
行
派
の

先
行
経
典
で
あ
る
『
解
深
密
経
』
で
示
さ
れ
、
そ
の
位
置
付
け
を
踏
襲
し

て
い
る
。

何
縁
此
識
亦
復
説
名
阿
陀
那
識
。
執
受
一
切
有
色
根
故
。
一
切
自
體

取
所
依
故
。
所
以
者
何
。
有
色 

諸
根
由
此
執
受
無
有
失
壞
盡
壽
隨

轉
。
又
於
相
續
正
結
生
時
。
取
彼
生
故
執
受
自
體
。
是
故
此
識
亦
復

説
名
阿
陀
那
識
）
10
（

。

　阿
陀
那
識
と
称
さ
れ
る
理
由
の
一
つ
に
、
生
命
が
続
く
限
り
、
感
覚
器

官
を
統
合
し
、
そ
の
身
体
を
維
持
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
明
ら
か
に

身
体
と
心
識
説
と
の
関
係
性
の
深
ま
り
が
読
み
取
れ
る
。

　こ
れ
に
関
連
し
て
、
安
田
理
深
（
一
九
〇
〇
〜
一
九
八
二
年
）
は
、
阿

頼
耶
識
に
つ
い
て
興
味
深
い
見
解
を
述
べ
て
い
る）
11
（

。
す
な
わ
ち
、
安
田
は

「
身
体
」
を
単
な
る
物
質
と
は
位
置
付
け
な
い
。
例
え
ば
、
知
覚
を
考
え
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ら
考
察
し
て
い
る）
14
（

。

　最
初
に
、
入
出
息
す
な
わ
ち
呼
吸
が
生
物
に
普
遍
的
な
生
命
現
象
で
あ

り
、
古
代
イ
ン
ド
人
は
究
極
的
な
存
在
に
繫
が
る
修
行
法
と
し
て
も
呼
吸

を
捉
え
て
い
た
点
で
あ
る
。
ま
た
、
ブ
ッ
ダ
は
太
子
時
代
に
父
王
の
儀
式

に
お
い
て
実
践
し
た
冥
想
の
こ
と
を
、
苦
行
中
に
回
想
す
る
逸
話
が
伝
え

ら
れ
て
い
る
が
、
玉
城
は
複
数
の
資
料
に
基
づ
い
て
、
こ
の
冥
想
を
入
出

息
念
定
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
開
悟
以
後
に

仏
教
で
の
四
念
処
へ
と
整
備
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
、
こ
れ
は
筆
者
の
類
推
で
あ
る
が
、
入
出
息
念
定
の
導
入
に
見
ら
れ
る

数
息
観
が
多
様
化
さ
れ
、
五
蘊
・
縁
起
・
四
諦
と
い
う
基
本
的
教
理
を
取

り
込
み
、
集
大
成
さ
れ
た
も
の
が
、
先
述
し
た
「
声
聞
地
」
に
お
け
る
阿

那
波
那
念
所
縁
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　玉
城
が
さ
ら
に
注
目
し
て
い
る
の
は
、
入
出
息
念
定
が
そ
の
ま
ま
究
極

的
な
解
脱
へ
と
繫
が
る
行
道
と
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
は
成
道
後
、

三
ヶ
月
間
の
入
出
息
念
定
を
実
修
し
、
そ
の
後
に
弟
子
た
ち
に
対
し
て
如

来
住
（tathāgatavihāra

）
の
境
地
を
説
示
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
玉
城

は
、
最
古
層
の
漢
訳
仏
典
『
大
安
般
守
意
経
』
に
お
け
る
入
出
息
念
定
に

も
注
目
し
て
い
る
。
康
僧
会
の
序
文
で
は
「
夫
安
般
者
。
諸
佛
之
大
乘
。

以
濟
衆
生
之
漂
流
也
）
15
（

」
と
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の
大
乗
的
性
格
が
表
明
さ

れ
て
い
る
点
に
も
注
目
し
て
い
る
。

　以
下
で
は
、
筆
者
な
り
に
瑜
伽
行
派
の
視
点
か
ら
、
こ
の
全
人
格
的
思

惟
を
考
察
し
て
み
た
い
。
と
り
わ
け
、
玉
城
の
「
新
教
相
判
釈
論
」
の
構

想
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
る
無
著
の
著
作
『
摂
大
乗
論
』
を
念
頭
に
置

は
、
東
京
大
学
教
授
退
官
直
前
か
ら
東
北
大
学
教
授
時
代
の
時
期
に
集
中

し
、
そ
れ
は
晩
年
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
全
人
格
的
思
惟
を

掲
げ
て
い
る
論
考
と
し
て
は
、
一
九
七
九
年
に
発
表
さ
れ
た
「
分
析
心
理

学
と
全
人
格
的
思
惟
」
と
「
如
来
出
現
と
全
人
格
的
思
惟
」
が
最
も
古
く
、

一
九
八
〇
年
に
は
「
全
人
格
的
思
惟
の
提
唱

│
現
代
に
お
い
て
禅
と
は

何
か
」
が
続
い
て
い
る）
13
（

。
そ
の
後
も
多
様
な
領
域
と
の
比
較
思
想
の
視
点

か
ら
全
人
格
的
思
惟
論
が
展
開
さ
れ
、
一
九
八
五
年
に
は
、
本
誌
『
比
較

思
想
研
究
』
に
「
科
学
的
宇
宙
観
と
全
人
格
的
思
惟
」
を
寄
稿
し
て
い
る
。

　こ
の
全
人
格
的
思
惟
は
、
玉
城
に
よ
る
造
語
で
あ
り
、
一
時
は
超
格
的

思
惟
と
い
う
表
現
も
併
用
し
て
い
た
。
玉
城
は
人
間
の
思
惟
構
造
を
二
つ

の
路
線
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
、
通
常
に
お
い
て
営
ま
れ
て
い
る
対
象
的

思
惟
に
対
す
る
思
惟
の
あ
り
方
を
全
人
格
的
思
惟
と
命
名
し
た
。
対
象
的

思
惟
が
主
観
と
客
観
と
い
う
二
元
的
構
造
に
お
け
る
思
惟
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
全
人
格
的
思
惟
と
は
、
分
か
り
や
す
く
説
明
す
れ
ば
、
冥
想
（
瞑

想
）・
禅
定
な
ど
と
同
質
で
あ
り
、
玉
城
の
表
現
に
よ
れ
ば
、「
智
・
情
・

意
も
、
身
心
も
一
体
と
な
っ
た
」、
あ
る
い
は
「
心
も
魂
も
身
体
も
一
体

と
な
っ
た
」
営
み
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

　こ
の
全
人
格
的
思
惟
と
い
う
表
現
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
と
同
時

期
に
、
玉
城
は
原
始
経
典
に
着
目
し
て
、
ブ
ッ
ダ
に
お
け
る
解
脱
・
冥
想
・

入
出
息
念
定
・
業
異
熟
に
関
す
る
論
考
を
立
て
続
け
に
発
表
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
初
期
瑜
伽
行
派
に
お
け
る
所
縁
で
も
言
及
し
た
入
出
息
念
定

に
関
す
る
玉
城
の
考
察
を
取
り
上
げ
た
い
。
玉
城
は
、
全
人
格
的
思
惟
の

原
型
と
も
さ
れ
る
冥
想
・
入
出
息
念
定
の
特
徴
を
、
次
の
よ
う
な
視
点
か
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的
な
解
釈
は
、
世
親
の
注
釈
に
基
づ
い
て
、
流
れ
出
た
も
の
と
は
十
二
部

経
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
玉
城
の
解
釈
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
の

が
主
眼
で
は
な
い
の
で
深
入
り
し
な
い
。
他
方
、
竹
内
敏
晴
（
一
九
二
五

〜
二
〇
〇
九
年
）
は
、
玉
城
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
言
及
し
、
次
の
よ
う

に
受
け
留
め
て
い
る
。
竹
内
は
演
劇
の
演
出
家
で
あ
り
、「
か
ら
だ
」
に

対
す
る
独
自
の
経
験
と
思
索
に
基
づ
い
た
指
導
で
も
知
ら
れ
た
人
物
で
あ

る
。

　最
清
浄
法
界
よ
り
流
れ
来
る
「
こ
と
ば
」
と
は
、
衆
生
の
「
身
に

触
る
る
」
光
と
い
う
姿
で
も
あ
ろ
う
。「
か
ら
だ
」
の
大
地
よ
り
離

陸
し
て
ゆ
く
こ
と
ば
は
結
局
大
気
圏
を
這
う
ば
か
り
で
、「
天
上
」

よ
り
来
る
こ
と
ば
の
み
が
「
か
ら
だ
」
を
根
底
か
ら
変
え
る
の
で
あ

る
）
17
（

。

　竹
内
は
、
あ
く
ま
で
も
門
外
漢
で
あ
る
と
し
、
自
分
の
理
解
に
大
き
な

盲
点
や
思
い
込
み
が
あ
る
と
自
認
し
た
上
で
、「
か
ら
だ
」
の
対
極
に
「
こ

と
ば
」
を
置
く
と
見
え
て
来
る
地
平
に
生
き
て
い
る
と
明
確
に
述
べ
て
い

る
。
ま
さ
に
実
践
者
が
、
紡
ぎ
出
し
た
至
言
で
あ
る
。
筆
者
は
、
玉
城
の

解
釈
を
介
し
て
、
こ
の
実
践
者
の
経
験
か
ら
垣
間
見
え
て
き
た
地
平
と
瑜

伽
行
派
の
世
界
と
の
接
点
を
見
出
し
得
る
と
考
え
る
。

　玉
城
は
、
あ
る
時
期
か
ら
仏
教
研
究
の
方
法
論
に
関
し
て
も
、
精
力
的

に
発
言
し
て
い
た
。
仏
教
固
有
の
思
惟
で
あ
る
全
人
格
的
思
惟
か
ら
の
実

証
を
も
っ
て
、
真
理
探
求
の
道
へ
の
回
帰
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。
す
で

に
触
れ
た
新
教
相
判
釈
論
の
構
想
の
骨
子
は
、
第
一
が
「
ダ
ン
マ
（
根
源

的
な
法
）
が
主
体
者
に
顕
わ
に
な
る
こ
と
」、
第
二
が
「
そ
の
主
体
者
と

き
つ
つ
、
言
及
し
て
い
く
。

　す
で
に
対
象
的
思
惟
と
全
人
格
的
思
惟
の
関
係
性
を
示
し
た
が
、
対
象

的
思
惟
は
能
取
（
認
識
主
体
）
と
所
取
（
認
識
対
象
）
と
い
う
二
取
の
構

造
に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
の
構
造
は
、
三
性
説
の
遍
計
所
執
性
に
対
応
す

る
。
玉
城
自
身
、
晩
年
に
し
ば
し
ば
語
っ
て
い
た
が
、
こ
の
二
種
の
思
惟

は
語
義
の
上
で
は
二
分
し
て
い
る
が
、
そ
の
境
界
は
極
め
て
微
妙
で
あ

り
、
判
別
し
に
く
い
も
の
で
連
続
的
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
二
種
の

思
惟
は
二
分
依
他
起
性
と
相
応
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
瑜
伽
行
派
で

は
、
唯
識
（vijñapti-m

ātra

）
と
い
う
想
さ
え
否
定
さ
れ
た
対
象
の
完

全
な
否
定
と
し
て
の
円
成
実
性
が
説
か
れ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
非
二
元
的
な

冥
想
の
境
地
に
他
な
ら
ず
、
ま
さ
し
く
全
人
格
的
・
超
格
的
思
惟
で
あ
る
。

こ
の
体
験
に
基
づ
い
て
、
後
得
無
分
別
智
が
働
き
出
す
の
で
あ
る
。

　そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
全
人
格
的
・
超
格
的
思
惟
と
い
う
体
験
を
成

立
せ
し
め
る
出
世
間
的
な
清
浄
の
根
拠
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
こ
れ
に

つ
い
て
、
玉
城
は
『
摂
大
乗
論
』
に
お
け
る
阿
頼
耶
識
の
存
在
論
証
の
論

述
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
玉
城
の
論
考
に
従
っ
て
、
こ

こ
で
は
真
諦
訳
か
ら
訳
文
を
引
用
す
る
。

最
清
浄
法
界
所
流
正
聞
熏
習
為
種
子
故
。
出
世
心
得
生）
16
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　玉
城
は
最
清
浄
法
界
の
流
れ
出
る
こ
と
と
は
、
主
体
者
の
根
底
に
あ
る

阿
頼
耶
識
が
「
聞
き
ほ
れ
る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
世
間
を
超
出
す

る
心
が
生
じ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
境
位
は
、
玉
城
が
原
始
経
典
に

基
づ
く
、「
ダ
ン
マ
（
根
源
的
な
法
）
が
主
体
者
に
顕
わ
に
な
る
」
こ
と

の
唯
識
思
想
的
な
発
展
と
位
置
付
け
て
い
る
。
こ
の
箇
所
に
関
す
る
一
般
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聞
地
」
で
は
、
従
来
、
そ
れ
ほ
ど
関
心
を
持
た
れ
な
か
っ
た
身
体
に
関
わ

る
記
述
に
着
目
し
た
。
食
事
と
睡
眠
の
あ
り
方
が
瑜
伽
（
修
行
）
の
質
に

関
わ
る
こ
と
、
当
時
の
身
体
に
関
わ
る
多
様
な
情
報
を
考
慮
し
て
い
た
こ

と
を
確
認
し
た
。
続
い
て
、
身
体
に
関
わ
る
所
縁
（
冥
想
の
対
象
）
の
一

端
を
取
り
上
げ
た
。
そ
こ
で
は
「
生
き
て
い
る
身
体
」
と
い
う
最
も
身
近

な
対
象
、
さ
ら
に
誰
し
も
に
訪
れ
る
「
死
後
の
変
化
か
ら
白
骨
と
化
す
身

体
」
と
い
う
対
象
に
よ
っ
て
、
無
常
観
を
徹
底
さ
せ
、
貪
行
の
断
滅
を
目

指
す
行
道
の
階
梯
が
築
き
上
げ
ら
れ
る
点
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
阿
那
波

那
念
と
い
う
生
物
に
と
っ
て
不
可
欠
な
呼
吸
を
調
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ

て
尋
伺
を
抑
止
し
、
集
中
度
を
高
め
る
だ
け
で
な
く
、
身
心
を
一
体
化
し

て
基
本
的
教
理
を
体
解
し
て
い
く
修
慧
の
地
平
を
確
認
し
た
。

　後
半
で
は
、
玉
城
康
四
郎
が
提
唱
し
た
全
人
格
的
思
惟
論
を
概
観
し
、

瑜
伽
行
派
の
身
体
論
で
も
取
り
上
げ
た
阿
那
波
那
念
（
入
出
息
念
定
）
と

同
派
の
大
成
者
で
あ
る
無
著
の
思
想
史
的
な
位
置
付
け
を
巡
る
見
解
も
紹

介
し
つ
つ
、
そ
の
特
徴
を
論
じ
て
き
た
。
ま
た
、
そ
の
過
程
で
身
体
と
不

可
分
と
も
言
い
得
る
阿
頼
耶
識
の
性
格
付
け
も
試
み
た
。
今
後
と
も
身
体

や
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
視
点
を
重
視
す
る
分
野
に
お
い
て
、
玉
城
の
全
人

格
的
思
惟
論
の
試
み
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
付
言
し
て

拙
論
を
閉
じ
る
。

　（1
）
合
田
秀
行
「
初
期
瑜
伽
行
派
の
形
成
過
程
に
関
す
る
一
考
察

│
『
声
聞
地
』

の
瑜
伽
師yogācāra

を
中
心
と
し
て

│
」『
研
究
紀
要
』
五
七
号
、
日
本
大

学
文
理
学
部
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
九
年
、
参
照
。

　（2
）
声
聞
地
研
究
会
編
『
瑜
伽
論

　声
聞
地
、
第
一
瑜
伽
処

│
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

は
業
異
熟
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
二
つ
の
視
点
で
あ
る
。

　こ
の
第
二
の
視
点
の
瑜
伽
行
派
的
な
展
開
が
、
異
熟
識
と
も
称
さ
れ
る

阿
頼
耶
識
説
に
他
な
ら
な
い
。
玉
城
は
、
後
に
漢
訳
の
業
異
熟
を
「
業
熟

体
・
業
体
」
と
し
、
文
脈
に
よ
っ
て
は
「
人
格
的
身
体
」
と
現
代
語
に
置

き
換
え
、
ご
く
一
時
的
で
は
あ
る
が
、「
唯
体
」
と
も
表
現
し
て
い
た
。

こ
の
「
唯
体
」
と
い
う
表
現
は
、
業
熟
体
で
あ
る
阿
頼
耶
識
に
繫
が
る
が
、

「
識
」
と
い
う
表
現
で
は
不
徹
底
で
あ
り
、「
識
」
も
含
め
た
す
べ
て
を
呑

み
込
ん
だ
「
身
体
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
そ
こ

に
は
、
自
己
意
識
も
無
意
識
も
融
け
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
玉
城
は
長

年
に
わ
た
る
比
較
思
想
研
究
を
踏
ま
え
て
、
次
の
命
題
に
逢
着
し
た
。

　無
限
の
過
去
か
ら
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

も
の
と
交
わ
り
つ
つ
輪
廻
転
生
し
て
、
い
ま
、
こ
こ
に
実
現
し
て
い

る
存
在
の
統
括
体
（
業
異
熟
、
業
体
、
人
格
的
身
体
）
に
こ
そ
、
形

な
き
純
粋
生
命
（
ダ
ン
マ
、
如
来
）
が
顕
わ
に
な
る
と
き
、
初
め
て

人
間
存
在
の
根
本
転
換
、
す
な
わ
ち
目
覚
め
が
実
現
す
る）
18
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。

　こ
の
命
題
を
目
覚
め
の
原
型
と
し
て
、
新
教
相
判
釈
の
系
譜
で
は
、
ブ

ッ
ダ
に
連
な
る
ア
サ
ン
ガ
（
無
著
）・
達
磨
大
師
・
聖
徳
太
子
を
論
じ
て

い
る
。
こ
の
論
考
で
は
、
新
教
相
判
釈
の
遂
行
は
未
完
と
し
て
い
る
が
、

晩
年
に
は
、
全
人
格
的
思
惟
と
い
う
根
源
的
な
営
み
の
深
化
の
過
程
で
、

初
地
・
中
地
・
終
地
と
い
う
三
地
の
時
間
軸
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

結

　語

　瑜
伽
行
派
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
初
期
に
属
す
る
『
瑜
伽
師
地
論
』「
声
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　（12
）
玉
城
康
四
郎
「
未
来
に
わ
た
る
仏
教
学
転
換
の
根
本
課
題
」『
研
究
紀
要
』
三

一
号
、
日
本
大
学
文
理
学
部
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
八
五
年
、
一
八
頁
。

　（13
）
玉
城
が
全
人
格
的
思
惟
に
言
及
し
た
諸
論
考
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
で

紹
介
し
た
の
で
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
拙
稿
「
玉
城
康
四
郎
博
士
の
研
究

方
法
論
と
新
教
相
判
釈
論
」『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
六
六
号
、
日
本
仏
教
学
会
、

二
〇
〇
一
年
。

　（14
）
玉
城
康
四
郎
「
入
出
息
念
定
の
根
本
問
題
」『
仏
教
学
論
文
集
』
東
方
出
版
、

一
九
七
九
年
、
参
照
。

　（15
）
安
世
高
訳
『
仏
説
大
安
般
守
意
経
』
康
僧
会
・
序
、
大
正
一
五
巻
、
一
六
三
上
。

　（16
）
無
著
、
真
諦
訳
『
摂
大
乗
論
』
大
正
三
一
巻
、
一
一
七
上
。

　（17
）
竹
内
敏
晴
『
思
想
す
る
「
か
ら
だ
」』
晶
文
社
、
二
〇
〇
一
年
。
な
お
、
竹
内

の
示
唆
に
富
む
指
摘
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
で
あ
る
久
保
隆
司

氏
の
助
言
に
よ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

　（18
）
玉
城
康
四
郎
、
前
掲
論
文
（
注
（
12
））、
一
五
頁
。

（
ご
う
だ
・
ひ
で
ゆ
き
、
仏
教
学
、
日
本
大
学
教
授
）

ト
語
テ
キ
ス
ト
と
和
訳

│
』（
大
正
大
学
綜
合
仏
教
研
究
所
叢
書
第
四
巻
）、

山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
九
八
年
、
一
八
〜
一
九
頁
。
な
お
、『
瑜
伽
師
地
論
』「
声

聞
地
」
か
ら
の
引
用
、
参
照
に
つ
い
て
は
、
梵
漢
蔵
の
一
次
資
料
の
典
拠
を
明

記
す
べ
き
で
あ
る
が
、
今
回
は
煩
雑
と
な
る
こ
と
を
避
け
、
同
研
究
会
に
よ
る

校
訂
テ
キ
ス
ト
と
現
代
語
訳
の
頁
数
を
示
す
こ
と
に
し
た
。
訳
文
に
つ
い
て
は

筆
者
な
り
に
書
き
換
え
た
部
分
も
多
い
。
さ
ら
に
「
食
事
の
量
を
知
る
こ
と
」

に
関
す
る
広
説
箇
所
は
、
同
書
一
一
六
〜
一
四
九
頁
に
及
び
、
適
時
、
同
書
を

参
照
し
た
。

　（3
）
同
、
一
九
〜
二
一
頁
。
同
様
に
「
初
夜
と
後
夜
に
覚
悟
の
瑜
伽
を
修
習
す
る

こ
と
」
に
関
す
る
広
説
箇
所
は
、
同
書
一
五
二
〜
一
七
一
頁
、
参
照
。

　（4
）
「
一
定
時
間
」
と
し
たprahara
（
更
）
に
つ
い
て
、
鈴
木
学
術
財
団
編
『
梵

和
大
辞
典
』（
講
談
社
、
一
九
八
六
年
）
で
は
、「
約
三
時
間
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、

漢
訳
で
は
「
言
初
夜
者
。
謂
夜
四
分
中
過
初
一
分
是
夜
初
分
。
言
後
夜
者
。
謂

夜
四
分
中
過
後
一
分
是
夜
後
分
。」（
大
正
三
〇
巻
、
四
一
一
下
）
と
あ
り
、
仏

教
で
は
昼
夜
を
そ
れ
ぞ
れ
三
分
す
る
が
、
イ
ン
ド
の
一
般
的
な
習
慣
で
は
夜
間

を
四
分
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
四
分
説
も
考
慮
し
て
、
初
夜
が
最
初
の
一
分
、

後
夜
が
夜
明
け
ま
で
の
一
分
で
中
夜
は
そ
の
中
間
部
分
と
解
す
の
が
自
然
で
あ

ろ
う
。

　（5
）
釋
惠
敏
『「
声
聞
地
」
に
お
け
る
所
縁
の
研
究
』
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
九
四

年
、
参
照
。

　（6
）
声
聞
地
研
究
会
編
『
瑜
伽
論

　声
聞
地
、
第
二
瑜
伽
処

│
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
テ
キ
ス
ト
と
和
訳

│
』（
大
正
大
学
綜
合
仏
教
研
究
所
叢
書
第
十
八
巻
）、

山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
〇
七
年
。
不
浄
所
縁
に
つ
い
て
は
五
八
〜
六
九
頁
、
阿

那
波
那
念
所
縁
に
つ
い
て
は
八
〇
〜
一
〇
七
頁
、
参
照
。

　（7
）
同
、
一
三
五
〜
一
三
六
頁
。

　（8
）
釋
惠
敏
、
前
掲
書
、
一
五
七
〜
一
六
二
頁
、
参
照
。

　（9
）
山
本
聡
美
『
九
相
図
を
よ
む

│
朽
ち
て
ゆ
く
死
体
の
美
術
史

│
』
角
川

学
芸
出
版
、
二
〇
一
五
年
、
参
照
。

　（10
）
無
著
、
玄
奘
訳
『
摂
大
乗
論
』
大
正
三
一
巻
、
一
三
三
中
下
。

　（11
）
本
多
弘
之
編
『
安
田
理
深 

唯
識
論
講
義
』
下
、
春
秋
社
、
二
〇
一
二
年
、
参
照
。


