
言

象
を
否
定
し
な
い
事
を
指
滴
し
、
心
無
説
は
主
観
の
無
心

に
よ

つ
て
無
執
着
を
説
き

つ
～
も
万
物

の
空
を
い
わ
な
い
。
即
色
説
も

色

の
相
対
性
を
強
調
す
る
が
相
対
性
そ
の
も

の
は
空
匪
の
理
由

に

は

な
ら
な
い
。
本
無
説
は
本
無
を
た
つ
と
び
全

て
を
無
に
帰
し
て

言

家
を
評
価
す
る
意
欲
を
も
た
ぬ
も
の
で
あ
る
と
破
斥
す
る
の
で

あ

る
。

だ
が
こ
丶
で

一
つ
彼
が
中
論
を
引
用
し
て
論
を
進
め
て
い
る
物

不
遷
論
に
於
け
る
論
理
に
於

い
て
中
論

の
そ
れ
と
異

つ
た
理
解
を

し

て
い
る
点
が
存
す
る
。
即
ち
真
諦
は
俗

諦
を
根
拠
づ
け
、
俗
諦

は
真
諦
の
仮
設

で
あ
る
と
い
う
理
鮮
に
欠
け
る
の
で
あ
る
。
や
は

り

老
荘

に
育

つ
た
彼
は
純
粋
に
仏
教

の
翼
意
を

つ
か
む
に
至
ら
な

か

つ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
彼
の
論
理
は
従

来

の
中
国
仏
教
界
に
対
し
老
荘
的
無
の
思
想
と
結
び

合

つ
て
理
解
さ

れ

て
い
た
般
若

学
を
正
し
、
中
国
仏

教
を
仏
教
独
自

の
教
義
顕
示

の
方
向

へ
と
大
き
く

一
歩
を
ふ
み
出
さ
し
め
た
意
義
は
大
き
い
。

「
原

始

仏
教

に
於

け

る
縁
起

に

つ
い

て
」

名

古

屋

隆

真

宗
教
実
践

の
理
論
の
中
心

で
あ
る
縁
起
説
は
、
三
法
印
の
止
組

識
づ
け
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
三
法
印
即
ち
仏
教
真
埋
に
対
す
る
有

情

の
心
身
の
と
る
べ
き
態
度
は
人
間
仏
陀
に
よ

つ
て
顕
示
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
形
而
上
学
問
題
の
否
定

で
あ

つ
て
、
無
記
説

に
見
ら
れ
る
如
き
問

に
対
す
る
沈
黙
の
内
容
が
、
仏
教
真
理
に
対

す
る
有
情

の
心
身

の
と
る
べ
き
態
度
を
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
即
ち
法
の
認
識
に
よ
る
事
実

の
判
断
で
あ
る
。

和
辻
博
士
の
い
わ
れ
る
真
実
の
認
識
と
は
、
こ
の
法
の
認
識
で

あ

つ
て
、
真
理
と
受
け
取
る
こ
と
で
あ

る
。
即
ち
自
然
的
立
場
を

止
揚
し
た
本
貴
直
観

の
立
場
に
立
ち
、
実
践
的
現
実
の
如
実
相
を

見
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
現
実

の
如
実
相

を
仏
陀

は
、
宗
教
的
直

観
に
よ

つ
て
み
い
だ
さ
れ
た
の
で
あ

つ
て
、
無
常
な
る
も
の
を
無

常
と
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
存
在
す
る
も
の
の
法
を
無
常
だ
と
み

ら
れ
た
と
き
、
す

べ
て
の
現
象
的
存
在

は
、
苦
で
あ
り
、
無
我
で

あ
る
と
云
う
真
理
性
を
明
ら
か
に
さ
れ

、
更

に
縁
起
で
あ
る
と
云
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う
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
切
法
が
無
常

で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
資
料
は
、
呵
含
、
危
柯

耶
を

あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
丶
で
は

一
切
法
の
真
偽
は
問
霾

と
さ
れ
ず
、
無
常
な
る
も
の
は
無
常
だ
と
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

故
に
無
常

の
根
拠
は
経
典

に
も
示
め
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
無

常

の
根
拠
を
あ
え

て
追
求
す
る
な
ら
ば
、
縁
起
の
故

に
と
云
う

こ

と
が
出
来

る
。
か
く
の
如
く
、

一
切
法
が
無
常
、
苦
、
無
我
、
縁

起

で
あ
る
と
云
う

こ
と
の
認
識

の
み
が
唯

一
の
衡
心
事
と
し
て
、

相
依
相
待
を
説
く
も
の
が

一
切
法
因
縁
生
縁
起

で
あ
る
。
即
ち

一

切
法

に
対
す
る
事
実
の
判
断
を
教
え
る
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を

仏
教
真
理
の
自
覚
と
云
う
の
で
あ
る
。

一
切
法
に
対
す
る
事
実
の
判
断

こ
そ
が
、
有
情
の
生
存
に
関
す

る
事
実

の
判
断
を
可
能
と
す
る
の
で
あ
る
.

一
切
法

に
対
オ
る
事

実
の
判
断
を
有
情

の
生
存
即
ち
自
己
自
身
を
中
心
と
し
て
、
な
ぜ

に
生

、
老
死
の
如
き
人
間
苦

が
あ
る
の
か
、
い
か
に
す
れ
ば
滅
す

る

こ
と
が
出
来
る
か
を
教
え
て
く
れ
る
も
の
が
、
有
情
数
縁
起
な

の
で
あ
る
。
即
ち

一
切
法

の
あ
る
が
ま
ま
の
状
態
を
生
活

の
上
に

具
現

さ
せ
る

こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
仏
教
真
理
の
具
現
と
云
う
の

で
あ

る
。
十

二
縁
起
説
は
、
こ
の
有
情
数
縁
起
と

一
切
法
因
縁
生

縁
起
を

一
つ
の
も

の
と
し
て
、
人
間
生
存

の
真

の
在
り
方
を
教
え

る
も

の
で
あ
る
。
即
ち
人
間
生
存

の
要
素

と
し
て
、
十
二
を
代
表

さ
せ
て
人
間
苦
の
集
起
と
皈
滅
を
論
じ
る

の
で
あ

つ
て
、
無
明
、

渇
愛

の
有
無
が
、
人
間
苦
の
有
無
を
規
定

す
る
と
説
く

の
が
中
心

で
あ

る
。

即
ち
十

二
縁
起
説

は
、
主
観
と
し
て
の
識
と

名
笹
の
接
触

に
よ

り
識
が
無
明
を
内
相
と
し
、
渇
愛
を
外
相

と
し
て
活
動
す
る
時
、

取
と
云
う
形
を
と
る
の
で
あ
る
。
又
こ
の
活
動
は
行
の
働
き
が
あ

つ
て
、

こ
の
行
が
生
存
と
し
て
の
有
を
成

立
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

即
ち

「
愛
ー
取
1
有
」
は

「
無
明
ー
行
」
を
展
開
し
た
も
の
で
あ

る
。

「
愛
…
取
ー
有
し
は
識
に
よ
つ
て
内
容
づ
け
ら
れ
る
も
の
で

あ

つ
て
、
生
存

の
在
り
方
は
識

の
活
勤
た

る
行
に
外
な
ら
な
い
。

識
の
活
動
は

「
名
色
、
六
処
、
誠
」
の
三
箏
和
合
に
よ
り
成

立
ち

そ
の
和
合
す
る
所

に
生
じ
る
清
伸
作
用
と

し
て
触
が
考
え
ら
れ
、

触
即
ち
接
触
感
覚
に
よ
り
生
じ
る
の
が
受

で
あ
る
。
そ
の
受
は
愛

を
対
蒙
と
す
る
が
故
に

「
識
ー
名
色
」

の
闘
係
は

「
愛
-
受
」

の

関
係
と
意
義
を
同

一
に
し
て
い
る
。
従

つ
て
渇
愛
滅
は
、
鞭
明

臧

で
あ
り
、

環
明
以
下
、
生
、
老
死
の
蠍
を

意
味
す
る
。
即
ち
真
実

の
認
識
に
外
な
ら
な
い
。
仏

陀
の
生
存

を
深
く
吟
味
し

て
み
る
な
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ら

は
仏
陀
。は
、
十

二
縁
起
説
で
云
う
無
明
、
渇
愛

の
滅
を
な
し
と

げ
た
生
存
を
な
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
出
来

る
。

又

こ
の
十

二
縁
起
は
四
諦
を
内
含
し
て
い
る
故
に
仏
教
真
理
を
具
珥
ざ

せ
る
た
め
の
八
聖
遭
実
践

の
要
求
が
積
極
的
に
な
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
即
ち
八
聖
道
実
践
を

一
口
で
云
う
な
ら
ば
、
法

の
認
識
を
意

味

す
る
と
思
う
。
又
そ
れ
が
理
想
と
し
て
の
解
説
を
現
実

の
生
活

の
上

に
実
現
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
と
す

る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如

き

解
説
は
、
心
身

の
調
和
を
得
た
二
辺
を
嵯
れ
た
中
道
で
あ
つ
て

正

し
い
世
界
観
、
人
世
観
を
確
立
せ
し
め
た
人
間
生
存
を
云
う
の

で
あ
る
。

「
普

賢
菩

薩

行

頗
,讃

の
研
究

」村

下

奎

全

行
願
讃

に
は
幸

に
し
て
ネ

パ
ー
ル
伝
そ
の
他
の
梵
本
と
共
に
、

八
〇
六
年
空
海

に
よ

つ
て
請
来
き
れ
、
江
戸
時
代
慈
雲
尊
者
が
こ

れ
を
研
究
解
説
し
た
日
本
伝
本
も
あ
り
、
そ
の
近
代

の
最
初
の
研

究

は
我
が
渡
辺
海
旭
ド
ク
ト

ル
を
以
て
始
ま
る
。
渡
辺
氏
は
ド
イ

ツ

の
ス
ト
ラ
ス
ブ

ル
グ
大
学
留
学
中
、
本
讃
の
総
合
的
な
研
究
を

行

な

い

ロ
イ

マ

ン
博

士

の

ド

イ

ッ

訳

を
付

し

N

D
:
e

B
h
a
,‐

d
r
a
c
a
r
i
,

e
i
n
e

p
r
o
b
e

b
u
d
d
h
i
s
t
i
�
c
h
‐

r
e
l
i
　
i
�
s
e
r

L
y
r
i
k

,

u
n
t
e
r
s
u
c
h
t

u
n
d

H
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
e
n

と

題

し

て

幽
九

一
二
年

ラ

イ

プ

テ

イ

ヒ

か

ら

出

版

し

た

。

而

し

残

念

な

こ
と

に

、

こ

の
書

は

現

在

で
は

希

観

書

に

属

し

て

容

易

に
見

る

こ

と

が

で
き

な

い

。

不

充

分

な
も

の

で
は

あ

る

が

私

の
本

論
巧

に
副

論
文

と

し

て

対

照

本

を

提

出

し

た

の

は

こ

の
間

の
事

情

に

よ

る

の

で

あ

る
。

行

願

讃

は

梵

文

の

他

に

チ

ベ

ツ

ト

訳

h
p
h
　
s

p
a

b
N
a
n

p
o

s
p
y
o
d

p
a
h

s
m
i
n

!
a
m

g
y
�

r
g
y
a
!

p
o

漢

訳

五

本

が

あ

り

、

更

に
ヴ

イ

グ

ル
、

西

夏

、

コ
ー

ダ

ン
、

蒙

古

語

訳

等

が

あ

る

。

そ

し

て

砕
W
諮
屏
株
β
㊥
壗

の

砂
尸
屏
の
体
1

t
,s
a
m
a
c
�
a
y
a

中

に

は

そ

の

第

五

五

、

五
六

の

両

偈

が

引

用

さ

れ

て
お

り

、

楽

邦

文

類

に
も

引

用

が

あ

る

の

で
あ

る

。

以

て

い

か

に

本

讃

が
広

く

行

な

わ

れ

た

か

を

思

う

べ
し

で
あ

る

。

渡

辺

氏

の

後

を

受

け

て
故

泉

芳

環

教

授

は

本

讃

の

研

究

に

意

を

注

い

だ

が

そ

れ

は

幾

多

の
論

文

と

し

て
公

表

さ

れ

て

お

り

中

に
英
.,,,,

T
h
e

H
y
m
n

o
n

t
h
e

L
i
f
o

a
n
d

V
o
w

s

o
f

S
a
m
a
n
‐

t
a
b
h
a
d
r
a

,

w
i
t
h

t
h
e

S
h
t

T
e
x
t
,

一42一


