
解
を
し
て
邪
を
捨

て
Σ
正
に
帰
す
る
と
云
う

一
節
で
本
論
は
終

つ

て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後

に
日
蓮
に
対
す
る
立
正
安
国
論

は
法
然
に
対
す
る
選
択
集

と
私
は
同
じ
傾
向
の
も
の
で
は
な
い
か
と
愚
う
。

一
切
経
を
研
讃

す

る
こ
と
は
両
者
に
は
違
わ
ず
自
分
の
主
張
す
る
こ
と
が
経
典

か

ら

一
致

し
な

い
だ
け
で
あ
る
。
釈
尊
の
御
教
え
に
相
違
な
い
こ
と

は

い
う
ま
で
も
な
い
。
安
国
論
は
斯
く

の
如
き
時
代
に
斯
く
の
如

き
日
蓮
が
斯
く

の
如
き
政
府
者
に
向
う
て
注
ぎ

し
建
白
書
で
あ
る
。

日

本

に
於

け

る

地

蔵

信

仰

に

つ

い

て

ー

特

に
六
地
蔵
を
通
じ
て

ー

浜

本

昭

良

我
が
国

の
仏
、
菩
蒔

の
中
に
於
い
て
、
今
日

の
我

々
に
も
、
な

お

一
種
の
親

し
み
を
感
じ
さ
せ
る
も

の
は
、
俗
に

「
お
地
蔵

さ
ん
」

と
呼
ぽ
れ
る
地
蔵
菩
薩
で
あ
る
こ
と
は
顕
著
な
事
実
で
あ
る
。
こ

の
事

実
か
ら
、
少

な
く
と
も
、
最
近

の
生
活
意
識

の
中
に
、
地
蔵

に
対
す
る
信
仰
が
生
き
て
い
る
と
い
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ

れ
は
何
が
故

に
、
或

い
は
、
ど
う
い
う
意
味
を
も

つ
て
、
こ
㊨
様

に
、
,
プ
般
民
間
人
の
精
神
生
活

の
中
に
、
広
く
浸
潤
す
る
に
至

つ

て
い
る
の
か
。
又
、
こ
れ
は
古
く
大
陸

(中
国
の
宗
教
界
)
に
於

い
て
も
あ

つ
た
も

の
で
あ
る
が
、
日
本

入
の
信
仰
の
中
に
入

る
に

金
つ
て
ど
う
い
う
特
色
を
も

つ
て
受
け

入
れ
ら
れ
、、
広
め
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た

つ
て
、
現
存

の
様

々
に
変
貌
し

た
地
蔵
信
佛
の
実
態
を
見
る
時
、
た

ゴ
単
に
、
歴
申
学
的
に
、

仏
教

々
義
上

の
地
蔵
の
本
質
的
性
格
を
尋
ね
て
、
そ
の
性
格
の
故

に
、
或
い
は
、
そ
の
性
格

の
も

つ
意
味

に
お
い
て
だ
け
、
日
本
に

も
広
め
ら
れ
た
と
は
解
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
も

の
が
あ
る
。

例
え
ば
我
が
国
の
六
地
蔵
信
仰

で
あ
る
が
、
特
に
京
都

の
六
地

蔵
は
有
名
で
あ
る
。
六
地
蔵

の
名
が
我
が
国
で
の
初
見
は
元
享
訳

書
十
七
や
今
昔
物
語
集
十
七
に
よ
る
と

、
長
徳

四
年
.
(九
九
八
〉

四
月
、
周
防
国
の
玉
祖
神
宮
司
惟
孝

(
高
)
が
病
み
て
、
気
絶
じ

て
い
る
時
、
夢
中
に
六
地
蔵
を
感
見

し
、
蘇
生
後

、

一
宇
を
造

つ

て
、
彫
刻

安
置
し
た
と

い
い
、
又
、
拾
遺
往
生
伝
下
で
は
藤
原
経

実
が
夫
人
の
為

に
造
立
し
た
と
も
い
わ

れ
る
。
更
に
源
平
盛
衰
記
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な

ど
で
は
、
西
光
法
師
が
発
願

し
て
七
道

の
辻
ご
と
に
六
体

の
地

蔵
を
造
り
、
之
を
廻
り
地
蔵
と
名
付
け
て
七
簡
所

(
四
宮
河
原
、

禾
瞬

里
、
造
り
道
、
西
七
条
、
蓮
台
野
、
み
ぞ
う
池
、
南
坂
本
)

に

安
置
し
た
と
も
い
わ
れ
る
。
然
し
乍
ら
、
伏
見
に
は
六
地
蔵
が

古
く

か
ら
あ

つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
こ
れ
は
仁
寿
二
年

(
八
九
二
)

小
野
篁
が
冥
土
に
赴
い
て
、
生
身
の
地
蔵
を
拝
し
、
蘇
生

の
後
、

一
木

を
も

つ
て
刻

み
作
り
、一
文
徳
天
皐
が
地
蔵
堂
を
建
豆
さ
れ
た

も

の
だ
と
か
、
又
、
入
道
信
西
が
之
を
造

つ
て
法
雲
寺
と
号
し
た

の
を
後
に
、
清
盛
が
分
ち
て
洛
外
六
所
に
安
置
し
た
と
も
伝
え
ら

れ
て

い
る
。
こ
の
清
盛
が
保
元

二
年

(
七
五
七
)
洛
外
六
所
即
ち

御
泥
池
、
山
科
、
伏
見
、
鳥
羽
、
樺
、
常
盤
に
伏
見
の
六
地
蔵
を

移
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

所

で
、
こ
の
洛
外
六
所
は
地
域
的
に
、
ど
れ
を
見
て
も
、
京
都

か
ら
他
魯

へ
通
ず
る
街
道
の
あ

つ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

例
え
ば
山
科
は
大
津
か
ら
京
都

へ
通
じ
る
入
ロ
で
も
あ
る
。

元

来
、
我
が
国
に
は
、
外

か
ら
襲

い
来
る
海
神
悪
霊
な
ど
を
村

境
や

酵
、
辻
、
橋

の
た
も
と
な
ど
で
、
防
障
す
る

「
さ
え
の
か
み
」

の
あ

つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
境

に
あ

つ
て
、
さ
え
ぎ

り
守
る
道
祖

の
神
が
日
本
人

の
古
い
信
仰
対
象
で
あ

つ
た
こ
と
は
、

我
が
国
の
古
代
の
村
落
社
会
が
封
鎖
的

で
あ
り
、
排
他
性

の
強
が

つ
た
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
、
う
な
ず
け

る
の
で
あ
る
。
即
ち
、

村
境
が
単
に
隣
村
と
の
境
界
で
あ
る
と

い
う
よ
り
は
、
村
境

か
ら

外
は
、
別

の
世
界
、
異
郷
で
あ
る
と
さ
え

者
え
、

一
歩
、
村
境
を

出
れ
ば
、
も
う
別

の
世
間
で
あ
る
と
い
う
古
代
の
日
本
人
の
村
境

に
対
す
る
観
念
が
境
を
さ
え
ぎ
り
、
守

る
意
味
で

「
さ
え
の
か
み
」

を
紀

つ
た
の
で
あ
る
。

こ
均
で
、
地
蔵
と
は

吋
q
ド
け
旨
σq
餌
吋
d
げ
p
の
梵
名

の
示
す
よ

う
に
、
土
地
と
関
係
が
あ
り
、
地
神
牲

を
有
す
る
が
、
地
蔵
経
典

に
示
さ
れ
る
如
く
、
堅
固
の
誓
力
を
以

て
api
//
1
切

の
衆
生
の
苦

を
愍
念
し
、
あ
ら
ゆ
る
災
禍
を
除
き
、
所
求

の
福
利
を
与
え
て
衆

生
の
善
根
を
成
熟
せ
し
め
得
る
と
信
ぜ

ら
れ
た
か
ら
、
六
道
罪
苦

の
衆
生
未
だ
尽
く
成
仏
し
な
け
れ
ぽ
、
自

ら
菩
提
を
取
ら
じ
と
誓

願
し
、
そ
の
た
め
に
は
種
々
の
分
身
と
な

つ
て
、
種

々
、の
衆
生

の

た
め
に
、
法
を
説
き
、
衆
生
に
従

つ
て
、

三
乗
を
顕
示
し
て
悉
く

不
退
地
に
住

せ
し
め
る
六
道
能
化
の
菩
薩

と
も
さ
れ
得
惹
。

こ
乂
に
、
地
蔵
と
道
祖
神
と

の
融
通
性

は
、
経
典

に
説

か
れ
る
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地
蔵

の
冥
府
六
道

に
お
い
て
迷
え
る
も
の
を
引
導

し
、
現
実
界

に

引
き

も
ど
す
仂
き
か
ら
、
幽
明

の
境

の
菩
薩
と

し
て
、
受
け
取
ら

れ

る
可
能
性
が
大
き
か
つ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
か
ら
、
連
想
的

に
現
実

の
境
を
守
る
も

の
に
強
111Q
さ
.れ
、
在
来
固
有

の
境
の
神
の

観
念

に
習
合

し
た
も

の
と
考
え
得
る
の
で
あ
る
。

勿
論
、
六
地
蔵
は
六
道
輪
廻
の
思
想
か
ら
出
発
し
た
も

の
と
考

え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
具
体
化
し
て
、
六
道

の
辻
と
か
交
通
の
要

衝

、
道
路
の
交
叉
点

に
於

い
て
衆
生
済
度

の
役
目
を
す
る
と
し
て

勧
請

さ
れ
た
所
に
地
蔵
が
我
が
国

の
信
仰

に
迎

い
入
れ
ら
れ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ

Σ
で
注
目
す
べ
き
は
、
村
境
な
ど
に
祀

ら
れ
た
も

の
が
道
組

神
の
例
が
多
い
こ
と
は
別
と
し
て
、
地
蔵

の
他
に
、
馬
頭
観
音
、

庚
申
塔
、
三
十
三
夜
塔
な
ど
の
石
塔
や
庚
申
塚
が
祀
ら
れ
た
こ
と

で
あ

る
。

要
す
る
に
、
六
地
蔵
が
京
都

の
内
外

の
入
ロ
に
祀
ら
れ
た
様
に
、

地
蔵
を
日
本
人
が
民
間
で
受
け
取
り
、
広

め
る
に

つ
い
て
は
、
受

け
取

る
日
本
人
側
に

「
さ
え

の
か
み
」

の
様
な
古
代
日
本
人
が
有

し
て
い
た
村
境

に
対
す
る
特
殊
な
観
念
か
ら
生
じ
た
積
極
的
な
理

由
な
り
、.
基
盤
が
あ

つ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
京
都

に
於

い
て
は
、
東
山

の
将
軍
塚
、
西

の
愛

宕
山
、
南

の
男
山

、
北
白
川

の
将
軍
山

を
以
て
帝
城
守
護
の
防
障

神
と
し
て
の
観
念
が
伝
承
し
て
お
り
、

そ
の
中
で
、
将
軍
塚
.が
源

平
盛
衰
記
な
ど
に
記

さ
れ
る
様

に
、
延
腿
十
三
年

(
七
九
四
)
二

月
、
平
安
京
の
開
創
と
同
時
に
皐
城
鎮
護

の
た
め
に
、
丈
八
尺
の

武
装

の
土
偶
を
東
山

の

一
角
に
埋
め
、

王
城
に
事
あ
る
時
は
必
ず

動
標
す
べ
し
と
封
騨
を
籠
め
て
築
か
れ

た
も
の
な
ら
ば
、
そ
れ
に

平
安
京
を
鋏
ん
で
西
山
の
高
峰
、
朝
日
峰
や
北
白
川

の
将
軍
地
蔵

が
祀

ら
れ
て
い
る
の
も
、
六
地
蔵
が
洛
外
六
ケ
所
に
祀
ら
れ
て
い

る
例
も
、
古
代

の
防
障
神
信
仰

に
胚
胎
す
る
も

の
で
は
な
か
ろ
う

か
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
日
本

に
於
け
る
地
蔵
信
仰

に
は
、
予
て
存
し
て
き
た

道
祖
神
信
仰
と
の
結
び

つ
き
な

ど
に
よ

つ
て
、
六
地
蔵
と
か
将
軍

地
蔵
な
ど
と
呼
ば
れ
る
日
太
独
特

の
地
蔵
信
仰

の
形
態
を
生

み
だ

す
に
至

つ
た
の
は
、
勿
論
、
地
蔵
経
典

に
何

ら
明
示

さ
れ
て
い
な

い
と
こ
ろ
の
も
の
が
多
く
、
ひ
い
て
は
、
地
蔵
信
仰
が
日
太
的
展

開
を
見
た
と
も
い
わ
れ
、
更
に
こ
れ
は
地
蔵
信
仰
を
受
け
入
れ
、
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広

め

る

だ

け

の
積

極

的

な

基

盤

が

日

本

人

の
生

活

の
中

に

は

存

在

し
た

の

で

は

な

い

か
.と

論

ぜ

ら

れ

る

の

で
あ

る

。

D
�
t
t
h
a
t
t
h
a
k
a
-
s
u
t
t
a

と

ウ

コ

サ

の

須

陀

利

経

と

の

比

較

冖対

照

に

つ

い

て

深

尾

乗

真

D
u
t
t
h
a
t
t
h
a
k
a
--
s
u
d
t
a
.

(
瞋

怒

八

偈

経

)

は
現

存

■

の

.

5

パ

ー

リ

ー

語

仏

教

聖

典

の

の
億
α
d
P
l
⇒
μ
b
餌
d
P

の
矛

四

章

を

A
t
t
h
a
k
a
‐
s
u
t
t
a

と

い

う

が

、

そ

れ

が

さ

ら

に
十

六

の

ス
,

ツ

タ

に

分

れ

て

い
る

う

ち

の
矛

三

の

ス

ツ

タ

に

相

当

す

る
も

の
で

あ

る

。

S
u
t
t
a
=
n
i
p
a
t
a

は
教

蔵

中

の
矛

五

、

即

ち

K
h
u
d
d
a
,k
a
--
n
i
k
a
y
a

(
小

部

)

の
矛

五

に

相

当

し
、

現

在

の
学

問

的

研

究

に

於

て

、

仏

教

の
多

数

の

諸
聖

典

の

う

ち

で

も

、

古

く

成

立

し

た

も

の

で

あ

る

が

、

そ

れ

ら

の

津

四
章

(
跨
d
d
げ
9
吋
9
ー

　

e

く
ρ
」q
σq
P
)

と

矛

五

章

(
P
�
r
�
y
a
n
a

)

と

は

最

も

古

く

成

立

し
た

も

の
で

あ

る

と

認

め

ら

れ

て

い

る

。

こ

の

渉
d
d
げ
p
吋
p
ー
<
餌
鵬
鵬
p

に
相

当

す

る
も

の

と

し

て

、

ク

・

o

シ
ヤ

1

ナ

王

朝

治

下

の

西

北

イ

ン

ド

の
在

俗

信

者

で

あ

つ
た

支

讖

が

シ

ナ
忙

来

て
呉

の
王

朝

時

代

(
A

・
-D
.
2
2
3
-
-2
5
3

)

に

訳

し

た

広

鑿

足

yr

(

茅

゜
惹
゜
一
9
8
,
v

o
l
°
♪

p
p

.
1
7
_4
b
-

1
&
9
Q

)

が

あ

渇

。

義

足

経

は

上

下

二
巻

一
六

経

肥

分

類

さ

れ

、
3
茨

の

矛

三

経

が

須

陀

利

経

で

あ

る

。

漢

訳

に

は
散

文

の
因

壕

譚

が

存

も

一

パ
丁

ー
r
,
文

S
u
t
t
ρ
-
-n
.i
p
餅
t
a

に

そ

れ

は

存

し

な

い

の

で

あ

る

。

U
ρ
君
耐
げ
9
耐
耐
ロ
P
吋
ρ
ー
の
β
d
け
ρ

と

須

陀

利

経

と

の
飄

文

を

比

較

対

照

す

れ

ば

、

次

の

如

く

で

あ

る

。

V
a
d
a
凵D
.t
�

V
e

d
.u
t
t
h
a
m
a
凵P
a

p
i

e
k
e
,

、

邪
念

説

彼

短

a
t
h
o

　
i

v
E;

s
a
c
c
a
m
a
n
a

v
a
d
.a
n
t
i
,解

意

諦

説

善

v
a
d
a
n

c
a

j
a
t
a
m

m
u
n
i

n
o

u
p
�
t
i

,口
浦
次
及
尊

t
r
i
m
a

m
u
n
i

n
a
t
t
h
i

k
h
i
!
o

k
u
h
i
n
c
i
.

へ
r
n
.
7
8
0
)

善

悪

捨

不

憂

「
和

訳

」

一
部

の
人

々
は

実

に

邪
念

な

る

意

を

語

り

、

ま

た

実

に

真

実

の
意

を

語

る

。

牟

尼

は

生

じ

た

語

に

近

づ

か

ず

、

そ

れ

故

に
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