
室

觀

序

説

1

特
に
中
論
を
中
心
と
し
て
ー

藤

原

了

然

　、↑

室
觀

の
實
踐
は
極
め
て
直
截
簡
明
で
あ
る
。
そ
れ
は
恰
も
雲
晴
れ

て
月
お
の
つ
か
ら
明
か
な
る
を
思

い
出
さ
る
も
の
が
あ
る
。
け
れ
ど

ヲ

も
、
室
觀

の
論
證
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
幅
は

極

め

て

廣

い
。
何
故

な
ら
ば
、

一
代
佛
教

々
理
の
悉
く
は
、
室
觀
に
裏
づ
け
ら

れ
、
室
觀

の
論
證
に
絡
始
し
て
い
る
と
い
つ
て
い
Σ
ほ
ど
で
あ
る
か

ら
で
あ

る
。

原
始
佛
典
の
骨
格
を
形
成
す
る
も

の
と
考

へ
ら
れ
て
い
る
縁
起
の

理
は
、
そ

の
唱
導
の
經
路
を
訪
ね
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
我
読

の
排

除
で
あ

る
が
、
理
論
的
に
は
、
外
道
有
見
の
野
治
を
所
期
と
す
る
も

空

觀

序

説

の
で
あ
ろ
う
。
有
見
と
は
實
在
觀

と
も
い
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か

ら
、
佛
教
の
縁
起
觀
は
、
い
わ
ゆ
る
實
在
觀

と
峻
別
さ
る
べ
き
立
場

に
あ
る
も
の
と
考

へ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
し

か
し
て
、

こ
の
有
見
も

し
く
は
實
在
觀
と
稱
せ
ら
れ
る
も

の
虚
妄
性

の
内
觀
が
室
觀
と
よ
ば

れ
る
。
従

つ
て
、
室
觀
の
表
現
が
、
否
定
的
で
あ
り
、
淌
極
的
と
な

る
こ
と
は
奇
と
す
る
に
足
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

部
教
數
學
の
全
貌
を
明
か
に
す
る
こ
と
は
、
今
日
で
は
至
難
の
事

に
屬
す
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
從
來
の
既
成
教
學
の
定
諡

の
如
く

さ
れ
て
い
る
、
犢
子
部

の
補
特
伽
羅
を
附
佛

法
の
外
道
と
し
た
り
經

量
部

の
細
意
識
を
無
下
に
異
端
覗
す
る
と

い
う
如
き
こ
と
は
必
ず
し

も
當
を
得
た
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
佛
教

々
理
の
展
開
と

五

一



い
う
靦
野

に
立
つ
な
ら
ば
、

こ
れ
ら
の
所
読
は
、
無
我
読

の
も
つ
欠

陷
を
補
わ

ん
と
す
る
涙
ぐ
ま
し
い
努
力
で
あ
り
、
や
が
て
大
乘
教
読

を
産
み
出
す
陣
痛
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
理
由
が
見
出
さ
る
べ
き
で

あ
る
。

印
度
大
乘
の
成
立
は
、
期
せ
ず
し
て
、
室
宗

と
有
宗
す
な
わ
ち
中

觀
と
瑜
伽

と
の
兩
読
を
結
論
と
す
る
。
兩
者
相
い
よ

つ
て
車

の
兩
輪

を
な
す

べ
き
性
質

の
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
立
場
の
相
違
は
、
お

の
つ
か
ら
時
に
論
諍
を
産
む
。
但
し
前
者
は
心
を
觀
じ
、
後
者
は
法

を
觀
ず
る
も

の
を
い
う
こ
と
が
出
來
よ
う
か
。

佛
教
、
支
那
に
傳
來
し
て
、
唯
識

・
三
論
の
學
派
を
生
じ
、
更
に

す
x
ん
で
華
嚴

・
天
台
の
教
學
を
樹
立
す
る
こ
と
に
な
つ
た
け
れ
ど

も
、
そ
れ

は
要
す
る
と
こ
ろ
、
建
築
物
の
壯
觀
で
あ
つ
て
必
ず
し
も

建
築
法
の
進
歩
と
の
み
い
う
こ
と
は
出
來
な
い
筈
で
あ
る
。

思
う
に
、
室
観
の
論
理
は
龍
樹
に
於
て
最
高
峰
に
逹

し
、

爾

後

は
、

こ
の
論
理
の
高
原
に
於
け
る
展
開
と
解
さ
る
べ
き
性
質

の
も
の

で
あ
る
。

こ
Σ
に
龍
樹
が
教
相
的
に
は
八
宗

の
祗
と
仰
が
れ
、
思
想

的
に
は
、
佛
母
般
若
の
提
唱
者
と
し
て
の
地
位
を
占
め
る
の
は
當
然

の
こ
と
Σ
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
佛
教
思
想
史
の
概
觀
は
、
明

五
二

か
に
、
部
派
教
學
の
異
詮
亂
立
は
、
室
觀

の
大
海
に
注
入
す
る
百
川

の
流
聲
を
思
は
し
む
る
も

の
が
あ
る
。
龍
樹

に
到

つ
て
、
從
來

の
諸

思
想
は
、
眞
に
安
定
の
場
所
を
得
た
も
の
と
解
さ
る
べ
き

で

あ

つ

・て
、
龍
樹
の
著
作

の
論
法
の
み
に
着
し
て
、
破
邪
の

一
邊

に
終
始
す

る
か
の
如
き
理
解
は
、
す
で
に
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
決
し
て
正
し
い
こ
と
Σ
は
い
え
な
い
筈
で
あ
る
。

⇒　

し
か
し
、
龍
樹
の
破
邪
顯
正
は
、
な
ん
と

い
つ
て
も
極

め
て
特
色

あ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
殊

に
龍
樹

の
壯
年
時
代
の

作
と
考
え
ら
れ
、
外
道
と
小
乘
の
偏
見
を
破

す
る
と
共
に
大
乘
の
實

義
を
明
澂

に
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
中
觀
論
の
論
法
は
刮
目

に
値
す
る
も
の
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
中
觀
論
の
觀
四
諦
品
第
二
+
四
、
第
三
+
偈

無
四
聖
諦
故

亦
無
有
法
寶

無
法
寶
僣
寶

云
何
有
佛
寶

a
b
h
�
v
�
c
ca
-�
ry
a
saty
�
n
�
;ii

sad
d
h
a
rm
o
'p
i
n
a
v
id
y
ate
!



d
h
a
r
m
e

c
�
-a
s
a
ti
s
a
n
g
h
e

c
a

k
a
th
a
m

b
u
d
d
h
o

b
h
a
v
is
y
a
ti
//

觀

浬

槃

品

第

二
十

五

涅

槃

與

世

間

無

有

少

分

別

世

間

與

浬
槃

亦

無

少

分
別

(
第

十

九
偈

)

n
a

s
a

i　
s
�
r
a
s
y
a

n
ir
v
�
n
�
t

k
i
n

c
i
d

a
s
t
i

v
i
ﾇ
e
s
a
n
a
m

丶

n
a

n
i
r
v
�
n
a
s
y
a

s
a
.n
s
�
r
�
t

k
i
m

c
i
d

a
s
t
i

v
i
ﾇ
e
s
a
n
a
h

//

.

涅
槃
之
實
際

及
與
世
間
際

如
是
二
際
者

無
毫
釐
差
別

(第
二
十
偈
)

n
irv
�
n
asy
a
ca
y
�
k
o
tih

k
o
tih
S
am
s�r
asy
a
ca
/

n
a
ta
y
o
r
a
n
ta
ra
m

k
im

c
it

s
u
s�
k
sm
am

ap
i
v
id
y
a
te
Q
,

こ
の
三
偈
の
中
、
前

一
は
四
諦
を
論
じ
、
後

二
は
涅
槃
を
論
ず
る

空

觀

序

説

と

い
う

相
違

は

あ

る

が
、

そ

の
論

法

を

所

期

に
於

て

は

何

ん
ら

異

る

と

こ

ろ

は

な

い
。

龍

樹

は

更

に
觀

涅
槃

品

の
結

譜

と

し

て

、

嘉

詳

の

見

解

に

よ

る

な

ら

ば

、

大
乘

の
迷

執

を

破

す

る

結

語

に

も

當

る

わ

け

で

あ

る

が

諸

法

不

可

読

滅

一
切

戯

論

無

人

亦

無

處

佛

亦

無

所

読

.
第

二
十

四

偈

s
a
r
v
a
-u
p
a
la
m
b
h
a
-u
p
a
ﾇ
a
rri
a
h

p
r
a
p
a
iic
a
-u
p
a
ﾇ
a
m
a
h

ﾇ
iv
a
h

　

r　a
k
v
a

c
it
k
a
sy
a

c
it
k
a
ﾇ
e
id

d
h
a
r
m
o

b
u
d
d
h
e
n
a

d
e
ﾇ
it
a
h

Q

と
読
く
に
到

つ
て
は
、
そ
の
所
表
現
た
る
や
、
佛
読
の
常
規
を
逸

す
る
感
す
ら
見
う
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
疑
難

に
答
え
る
も

の

と
し
て
、
中
論
に
於
け
る
二
諦

の
所
読

と
八
不
の
主
張
が
理
解
さ
る

べ
き
で
あ
る
。

　三.　

嘉
鮮
の
大
乘
玄
論
や
申
論
の
疏
に
は
四
重
の
二
諦
を
読

い
て
、
龍

五
三



樹

の
二

諦
読

の
眞

意

を

明

か

に
し

よ
う

と

し

て

い
る

け

れ

ど

も

、

こ

れ

ら

は
要

す

る

と

こ

ろ
中

論

觀

四

諦

晶

第

二

十

四
、

諸

佛

依

二
諦

爲

衆

生

読

法

一
以
世

俗

諦

二

第

尸
義

諦

(
第

八

偈

)

d
v
e

s
a
ty
e
s
a
m

u
p
�
ﾇ
r
ity
a

,

b
u
d
d
h
�
n
�
m

d
h
a
r
m
a
-d
e
ﾇ
a
n
�

/

lo
k
a
-S
a
m
v
r
it
i-S
a
t
y
a
m

c
a

s
a
t
y
a
m

c
a

p
a
ra
m
�
r
th
�
ta
h

Q

`
二
種

の
眞

理

に

基

い

て

諸

佛

の
読

法

が

あ

る

世

閤

通

用

の
貫

理

と

第

一
義

的

の
眞

理

で

あ

る

・

若
人
不
能
知

分
別
於
二
諦

則
於
深
佛
法

不
知
眞
實
義

(第
九
偈
)

ツ

ゆ

　

り

y
e
"
n
a
y
o
r

n
a

v
i　�
n
a
n
t
i

v
ib
h
�
g
a
m

sa
ty
a
y
o
r

d
v
a
y
o
h

/

te

ta
tt
v
a
m

n
a

v
ij
�
n
a
n
ti

g
a
m

b
h
ir
a
m

b
u
d
d
h
a
-　
�
sa
n
e

%

此

の

二

の

貫

理

の

區

別

を

了

解

し

な

い

も

の

は

五
四

佛
読
に
於
け
る
深
き
眞
實
を
了
解
し
な
い

若
不
依
俗
諦

不
得
第

一
義

お

不

得

第

一
義

則

不

得

浬

槃

(
第

十

偈

)

v
y
a
v
a
h
�
r
a
m

a
n
�
ﾇ
r
it
y
a

p
a
ra
m
�
r
t
h
o

n
a

d
e
ﾇ
y
a
t
e
/

p
a
r
a
m
�
r
th
a
m

a
n
�
g
a
m
y
a

-

n
ir
v
�
n
a
m

n
a

a
d
h
ig
a
m
y
a
te

Q

世

俗

に

基

か
ず

し

て

は

第

一
義

は

教

示

せ
ら

れ

な

い

第

一
義

に
到

ら

ず

し

て

は

涅

槃

は

到

逹

せ
ら

れ

な

い

註

梵
文
和
譯
は
、
國
譯

一
切
經
巾
觀
部

一
、
羽
溪
了
諦
博
士
譯
に
よ
る

の
三
偈
の
眞
意
を
四
句
分
別
の
常
套
に
從
つ
て
解
明
し
た
も
の
に

他
な
ら
な
い
と
い
え
よ
ヶ
。
そ
し
て
、

こ
の
三
偈
、
特
に
梵
文
に
よ

つ
て

一
暦
明
か
に

窺
わ
れ

る
こ
と
は
、

龍
樹
の
読
く
二
諦
が
、

小

乘
有
部
で
読
く
が
如
き
二
諦
読
と
は
そ
の
趣
を
異
に
し
て
、
世
俗
、

第

一
義

の
二
諦

に
封
す
る
謬
な
き
理
解
こ
そ
、
迷
執
の
破
邪
で
あ
る

と
共
に
無
所
得
正
觀

の
確
立
す
な
わ
ち
顯

正
で
あ
る
こ
と
が
明
か
に

さ
れ
て
.い
る
の
で
あ
る
。

こ
乂
に
、
中
論
を
所
依
の
論
と
す
る
三
論



學
徒
に
よ
つ
て
、
約
教

の
二
諦
論

の
行
わ
れ
る
所
以
が
見
出
さ
る
べ

き
で
あ

る
。

四
.

.　

"

こ
め

約

教

の

二
諦

読

の
最

も

直

接

的

な

思

想

的

根

據

と

し

て
、

中

論

卷

頭

に
掲

げ

ら

れ

て

い
る

八

不
縁

起

の
論

が

重
覗

さ

る

べ
き

で

あ

る

。

一不

生

亦

不

滅

不

常

亦

不

斷

不

一
亦

不

異

不

來

亦

不

出

能

読

是

因

縁

善

滅

諸

戯

論

-

我

稽

首

禮

佛

諸

読

中

第

一

a
n
ir
o
d
h
a
m

a
n
u
t
p
�
d
a
m

a
n
u
c
c
h
e
d
a
m

a
ﾇ
�
ﾇ
v
a
ta
m

1

a
n
e
k
�
rt
h
a
m

a
n
�
n
�
r
th
a
m

a
n
�
g
a
m
a
m

a
n
ir
g
a
m
a
m

1
1

y
a
h

p
r
a
tit
y
a
-S
a
m
u
tp
�
d
�
_ii

ヒ

る

　

へ

p
r
a
p
a
j?c
a
-u
p
a
ﾇ
a
m

a
n

ﾇ
iv
a
m

:

d
e
ﾇ
a
y
�
m

　
.s

S
a
m

b
u
d
d
h
a
s

空

觀

序

説

t
a

n

v
a
n
d
e

v
a
d
a
t
�
:　i

v
a
r
a
m

1
1

生
ず
る
こ
と
な
く

滅
す
る
こ
と
な

く

断
な
ら
ず

常
な
ら
ず

一
義
な
ら
ず

異
義
な
ら
ず

來
る
こ
と
な
く

去
る
こ
と
な
き

安
穩
に
戯
論
を
寂
滅
せ
し
む
る

縁
起
を
読
き
た
ま

へ
る
正
覺
者

諸
の
読
者
中
最
勝
な
る

そ
の
人
に
私
は
禮
す
る

註

梵
丈
利
譯
は
同
前
註
o

右
の
中
論
歸
教
序

と
よ
ば
れ
て
い
る
八
不
の
偈
は
、
羅
什
譯
に
於

て
は
そ
の
意
味
が
補
捉
し
が
た
い
も

の
が
あ
る
し
、
中
論
の
異
譯
と

さ
れ
て
い
る
波
羅
頗
密
多
羅
譯
の
般
若
燈

論
に
於
て
も
、
ま
た
惟
淨

の
大
乘
中
觀
釋
論
に
於
て
も
、
西
藏
譯
の
無
畏
論
に
於
て
も
明
快
性

を
欲
く
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
智
度
論
に
於
て
は
不
檜
不
淨
を
加
え
て

五
五



十
二
不
が
読

か
れ
、
叉
、
室
觀
を
取
上
げ
る
論
書

の
中
に
,
し
ば
し

ば
八
不
中
道
又
は
百
非
中
道
と
い
う
表
現
が
見
う
け
ら

れ

る

こ

と

は
、
八
不

の
破
邪
は
そ
の
ま
N
中
道
の
顯
正
た
る
こ
と
を
物
語

つ
て

い
る
と

い
う
大
本
に
於
て
は
謬
り
の
あ
る
筈
は
な
い
と

考

え

ら

れ

る
o

　五　

中
道

と
は
封
象
的
に
解
さ
れ
る
場
合
に
は
、
常

に
、
言
語
道
斷
心

行
處
滅

と
詮
か
れ
て
ゐ
る
。
し
か
も
、
か
く
の
如
ぎ
中
道

の
眞
相
を

了
解
せ
し
め
ん
が
た
め
に
中
論
疏
は
五
句
を
あ
げ
三
中
を
詮
き
、
三

論
玄
義

は
四
種

の
中
道
を
あ
げ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
要
は
、
大
乘
玄

論
や
二
諦
章
に
於
け
る
四
種
釋
義
、
大
乘
玄
論
の
三
種
釋
義
に
於
て

明
か
に
知
ら
れ
る
が
如
く
、
個
在
觀
、
實
在
觀
の
拒
否
で
あ
り
、
縁

起
觀
の
高
揚
を
出
で
な
い
も
の
と
い
わ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
於
て
、
般
若
室
觀
の
展
開
が
眞
室
妙
有
を
結
論
と
す

る
と
い
う
見
方
は
正
し
い
。
た
ゴ
中
論
に
於
け
る
所
論
が
、
妙
有
的

解
読
に
於
て
缺
け
て
い
る
と
い
う
事
實
は
否
み
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
妙
有
的
な
所
読
が
中
論
的
な
所
論
と
思
想

五
六

と
を
裏
づ
け
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
結
局
、
實
我
實
有

の
外
道
読
と
何
ん
ら
簡
ぶ
と
こ
ろ
の
な
い
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と

・
は
深
い
關
心
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(未
完
)


